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脚
【
要
麹
唐
の
中
期
・
国
家
財
政
の
膨
脹
に
対
処
す
る
た
め
に
は
じ
め
ら
れ
た
塩
の
専
売
は
・
あ
ら
ま
し
禽
庫
収
入
の
2
0
％
ほ
ど
の
専
売
税
収
を
期
待
一

　
聚
た
・
こ
こ
に
話
す
る
露
は
・
大
地
主
簿
講
で
あ
り
・
難
の
負
袈
免
除
さ
れ
曇
り
・
更
に
は
・
皇
の
霧
の
薄
利
収
入
を
あ
げ
よ
う
｝

　　

ﾆ
す
る
宮
吏
と
の
結
合
か
ら
生
じ
た
「
虚
夢
」
に
よ
っ
て
多
大
の
利
益
を
あ
げ
得
た
。
一
方
、
郷
村
で
は
見
銭
で
塩
を
購
入
し
得
る
も
の
は
少
↑
、
並
置
と
　
…
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い

…
益
の
不
均
衡
と
い
朱
利
案
件
の
下
で
の
覧
．
除
建
よ
る
こ
・
が
多
く
、
講
鋳
す
・
欝
か
ら
、
坦
保
と
し
て
の
畏
・
人
身
が
塩
商
の
∴

四
　
に
集
中
し
、
新
し
い
型
の
大
土
地
所
有
（
心
組
以
後
に
見
ら
れ
る
型
の
）
は
こ
の
面
か
ら
も
お
し
す
す
め
ら
れ
て
行
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
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一

一
、
」
の
過
程
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
が
本
稿
の
暑
す
と
．
塔
で
あ
り
、
蕎
．
借
票
ど
の
論
霞
管
を
期
し
た
い
．
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宋
以
後
に
受
け
つ
が
れ
て
行
っ
た
諸
制
度
が
成
立
期
に
於
い
て
、
祉

　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
如
何
な
る
歴
史

　
唐
か
ら
宋
へ
の
変
革
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
さ
て
お
き
、

変
輩
・
を
述
べ
る
場
合
多
く
は
均
田
制
の
崩
壊
と
大
土
地
所
有
綱
の
普

及
か
ら
説
き
お
こ
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
均
田
制
に

つ
い
て
は
、
ど
の
程
度
実
行
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
甚
だ

曖
昧
な
竜
の
と
な
っ
て
居
る
。
わ
か
ら
な
い
も
の
の
崩
壊
か
ら
王
朝

の
没
落
を
説
き
お
こ
す
こ
と
に
対
し
て
私
は
大
き
な
疑
問
を
抱
か
ざ

る
を
得
な
い
。
私
は
方
向
を
換
え
て
、
安
史
の
乱
以
後
に
立
て
ら
れ
、

的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
に
注
欝
す
る
こ
と
の
方
が
麿
宋
の
変

革
を
よ
り
ょ
く
解
釈
す
る
こ
と
に
通
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
こ
で
は
塩
専
売
に
つ
れ
て
そ
の
存
在
が
多
く
の
為
政
者
の
議
論
を

生
ん
だ
群
塊
に
つ
い
て
考
察
し
、
将
来
私
の
唐
宋
変
革
研
究
の
一
助

と
し
た
い
と
考
え
る
。

塩
の
導
売
に
つ
い
て
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
　
一
つ
は
官
が
塩
の
生
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継
場
を
管
理
し
、
塩
を
商
人
に
売
り
渡
す
際
に
専
売
税
を
か
け
、
売

り
渡
し
後
は
商
人
の
勝
手
に
ま
か
せ
る
通
商
法
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
’
っ
は
、
官
が
生
産
か
ら
消
費
者
の
手
に
渡
る
ま
で
の
全
過
程

を
管
理
す
る
確
忍
法
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
宋
代
に
は
通
商
と

櫨
塩
と
は
区
励
さ
れ
て
地
域
に
よ
っ
て
も
通
商
地
分
・
確
塩
地
響
が

は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
居
る
が
（
『
宋
会
要
窮
鼠
』
食
貨
　
塩
噌
雑

録
）
、
唐
代
に
は
こ
の
間
の
区
別
が
な
く
、
お
し
な
べ
て
確
塩
と
呼
ば

れ
て
居
る
が
、
実
動
通
商
法
に
よ
っ
た
屯
の
で
あ
っ
た
。
『
新
説
書
』

54

H
貨
志
に
、
劉
曇
が
塩
鮎
を
行
っ
た
こ
と
を
記
す
が
、
そ
の
一
節
に

繊
塩
の
郷
は
旧
監
の
例
に
因
っ
て
吏
を
燈
き
、
亭
戸
は
商
人
に
疑
し
て
そ
の

ゆ
く
所
を
ほ
し
い
ま
ま
に
せ
し
む
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
旧
慣
の
例
に
よ
っ
て
云
女
と
い
う
の
は
、
乾
元
元

年
に
行
わ
れ
た
第
五
碕
の
法
を
踏
襲
し
た
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

第
五
務
の
法
は
、
塩
の
生
産
地
に
監
院
を
設
け
、
游
民
や
前
か
ら
煎

塩
を
生
業
と
し
て
い
た
人
々
を
掛
戸
と
し
て
壌
の
生
産
に
従
事
さ
せ

る
。
そ
の
た
め
に
雑
徳
の
負
担
を
免
除
し
た
。
生
産
さ
れ
た
壌
は
官

が
収
容
し
て
、
　
一
・
斗
酒
に
原
価
の
十
銭
に
百
銭
の
専
売
税
を
加
え
て

商
人
に
売
り
渡
す
し
く
み
で
あ
っ
た
。
劉
曇
は
こ
れ
を
踏
襲
し
た
の

で
あ
る
。
以
後
唐
一
代
を
通
じ
て
こ
の
法
は
根
本
的
に
改
変
さ
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
劉
曇
は
第
五
驚
の
方
法
に
改
良
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
の
大
き
な

も
の
を
拾
っ
て
見
る
と
、

　
e
　
亭
戸
か
ら
馬
入
へ
官
の
手
を
経
ず
に
売
り
渡
さ
れ
る
野
塩
の

　
根
絶
を
徹
底
す
る
た
め
に
、
巡
院
十
三
を
遣
い
で
取
締
り
に
あ
た

　
ら
せ
、
塩
幌
収
入
の
少
い
院
場
に
対
し
て
は
そ
の
成
績
を
官
吏
の

　
勤
惰
の
標
準
と
し
て
考
課
の
資
料
と
す
る
。

　
⇔
　
塩
商
の
も
た
ら
す
塩
貨
の
流
通
を
た
す
け
る
た
め
に
、
地
方

　
地
方
で
、
そ
れ
ま
で
独
自
に
か
け
て
い
た
通
行
税
を
廃
止
し
，
勝

　
手
に
堰
簾
を
設
け
て
商
人
を
困
し
め
る
こ
と
を
禁
ず
る
。

と
い
う
こ
と
が
出
て
来
る
。
こ
う
し
た
努
力
の
結
果
そ
の
初
年
に
は

六
十
万
耀
で
あ
っ
た
號
利
収
入
の
年
額
が
、
末
年
に
は
六
百
万
婚
に

達
し
た
と
い
い
、
年
暦
末
年
の
国
家
総
収
入
は
一
瓢
二
百
万
貫
で
、

塩
利
収
入
は
そ
の
半
数
を
占
め
た
と
い
う
（
『
店
会
要
」
8
7
　
空
運
三
態

総
叙
。
『
新
譜
電
略
5
4
食
貨
志
）
。
又
、
各
記
録
が
「
民
貴
き
を
知
ら

ず
扁
と
い
う
の
は
、
永
泰
・
大
江
頃
の
米
価
が
大
体
｝
斗
当
り
五
～

八
百
銭
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
（
表
3
参
照
）
一
斗
百
十
銭
、
商
人
利

益
を
見
込
ん
で
も
百
五
十
銭
ほ
ど
の
塩
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
博

易
、
除
貨
（
の
べ
う
り
）
に
よ
っ
た
と
し
て
勇
苦
痛
で
は
な
か
っ
た
こ
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継ξ代の壌商（蜘、Ll）

と
を
意
味
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
が
元
和
頃
に
な
る
と
状
況
は
一
変
し
て
、
米
価
の
暴
落
と

塩
価
の
騰
貴
と
で
価
格
の
比
が
不
均
衡
と
な
り
、
農
民
に
と
っ
て
塩

の
購
入
が
相
当
苛
重
な
も
の
と
な
る
。
一
体
、
唐
の
塩
利
収
入
は
、

一
定
の
目
標
額
が
な
く
、
と
れ
れ
ば
と
れ
る
ほ
ど
よ
い
と
い
う
態
度

で
あ
っ
た
。
塩
利
収
入
が
、
国
家
財
政
の
支
出
額
に
対
し
て
増
加
し

た
場
合
、
他
の
税
群
を
免
除
し
よ
う
と
し
，
国
家
財
政
が
膨
脹
す
る

と
雑
多
な
税
翼
が
立
て
ら
れ
る
と
い
っ
た
方
式
が
と
ら
れ
た
。
唐
末

に
な
る
と
雑
多
な
税
目
は
た
て
ら
れ
こ
そ
す
れ
、
廃
さ
れ
る
こ
と
は

少
く
、
そ
の
割
合
に
総
収
入
は
却
っ
て
減
少
す
る
と
い
う
状
態
に
な

る
と
税
制
の
混
乱
そ
の
も
の
か
ら
唐
朝
は
衰
亡
の
一
途
を
た
ど
ら
ざ

る
を
得
ぬ
こ
と
は
後
述
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
附
回
す
る
と
、
南
北
朝
時
代
に
も
塩
生
産
地
の
管
理
が
、
朝
廷
の

手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
税
収
を
あ
げ
る

こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
塩
産
地
を
民
の
自
由
に
し
て
お
く
と
附
近

の
大
姓
．
単
動
が
そ
こ
を
抑
え
て
し
ま
っ
て
一
般
人
畏
が
塊
を
食
え
な

い
状
態
に
な
る
の
で
、
朝
廷
の
恩
恵
と
し
て
、
人
民
が
均
等
に
塩
に

あ
り
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
し
て
や
る
と
い
う
態
度
か
ら
出

た
も
の
で
、
唐
中
期
以
後
の
塩
専
売
と
は
全
く
性
質
を
異
に
す
る
。

唐
前
期
屯
、
塩
産
地
の
人
民
は
租
と
し
塩
を
寒
し
、
残
り
は
穿
る
率

の
税
が
か
け
ら
れ
て
販
売
さ
れ
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
居
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
か
か
る
塩
専
売
制
の
中
で
そ
の
活
躍
が
目
ざ
ま
し
く

な
っ
た
塩
商
の
性
格
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

二

　
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鰐
鳥
収
入
は
国
家
財
政
上
の
重
要
な
費

目
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
が
、
国
家
と
し
て
は
、
出
来
る
限
り
一
定

額
を
確
保
し
た
い
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
塩
海
の
官
吏
に
対
し
て
、

塩
商
に
対
す
る
売
り
渡
し
高
に
よ
っ
て
そ
の
職
務
に
対
す
る
勤
惰
の

標
準
を
計
る
め
や
す
と
し
、
賞
罰
の
資
料
と
し
た
。

　
塩
院
に
は
確
塩
使
・
推
官
・
巡
官
・
昏
乱
な
ど
の
官
と
若
干
の
脊

吏
が
置
か
れ
て
居
り
（
塩
州
の
鳥
撃
で
は
替
吏
の
額
は
百
三
十
入
）
、
塩
亭

戸
に
対
す
る
監
督
、
塩
商
に
対
す
る
艦
の
売
り
渡
し
と
樒
税
の
収
納

等
に
あ
た
っ
た
（
『
唐
会
要
』
8
8
塩
鉄
使
）
。
彼
等
は
塊
商
に
対
し
て
ど

れ
ほ
ど
の
塩
の
売
り
渡
し
、
ど
れ
ほ
ど
の
楼
税
を
収
納
し
た
か
が
成

績
と
な
る
の
で
、
成
る
べ
く
多
数
の
塊
商
を
自
分
の
関
係
す
る
平
場

に
招
こ
う
と
競
争
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
白
居
易
は
こ
の
よ
う
な
ご

、
と
が
塩
法
の
棄
乱
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
た
。
　
『
白
香
山
集
』
4
5
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議
了
法
之
弊
に
、

臣
お
も
え
ら
く
、
駿
…
薄
の
由
は
、
院
場
は
な
は
だ
多
く
、
吏
職
は
な
は
だ
潔

き
の
故
に
由
る
。
何
と
な
れ
ば
、
今
の
趨
る
者
は
、
歳
ご
と
に
其
の
課
利
の

多
少
を
み
て
焉
を
殿
最
（
し
り
ぞ
け
す
す
め
）
し
、
焉
を
賞
罰
す
。
院
場
既

に
多
け
れ
ば
す
な
わ
ち
各
々
商
旅
の
来
た
ら
ざ
る
を
慮
る
。
故
に
其
の
塩
を

み
ず
　
し

　
羨
し
て
多
く
焉
に
囲
う
。
萸
職
既
に
多
け
れ
ば
す
な
わ
ち
早
め
射
利
の
優

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ド
ろ

な
ら
ざ
る
を
儂
る
。
故
に
其
の
貰
を
漫
に
し
て
荷
に
焉
に
得
ん
と
す
。
塩
羨

な
れ
ば
す
な
わ
ち
幸
生
じ
て
あ
く
こ
と
無
き
の
三
三
く
。
三
三
な
れ
ば
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
ニ
な

　
わ
ち
濫
お
こ
り
て
用
う
な
き
の
物
入
る
。
ゆ
え
に
塩
愈
費
す
に
官
愈
耗
い
、

　
貨
愈
虚
に
し
て
商
愈
饒
た
り
。
法
行
わ
る
と
難
も
姦
縁
り
、
課
存
す
と
難
も

利
失
わ
る
。

と
あ
り
、
各
院
場
は
多
数
の
商
人
を
二
分
の
と
こ
ろ
に
誘
っ
て
少
し

で
も
多
く
の
塩
を
売
り
渡
し
て
成
績
を
あ
げ
ん
が
た
め
に
余
分
の
も

の
ま
で
水
増
し
し
て
商
人
に
渡
し
、
商
人
は
そ
う
い
う
急
場
を
ね
ら

っ
て
集
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
大
量
の
塩
が

出
て
居
な
が
ら
実
際
の
収
入
は
あ
が
ら
ず
、
商
人
の
み
い
た
ず
ら
に

そ
の
財
を
肥
や
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
「
虚
佑
」
の
風
が
お
こ

っ
た
。
　
『
新
選
書
』
4
5
食
貨
志
に
、

包
佑
、
周
東
氷
陸
運
術
税
塩
鉄
使
と
為
り
、
漆
器
・
聴
璃
・
綾
綺
を
以
っ
て
塩

価
に
代
う
る
こ
と
を
許
し
用
5
べ
か
ら
ざ
る
者
も
亦
高
書
に
し
て
之
を
恥
い
、

虚
数
を
広
く
し
て
以
っ
て
上
を
騰
み
す
、
亭
鐸
は
法
を
蟹
し
て
私
販
絶
え
ず
、

巡
捕
の
卒
州
鼎
に
遍
く
し
て
塩
佑
益
々
資
し
。
商
人
時
に
乗
じ
て
利
を
射
、

遠
郷
の
貧
民
、
高
〃
借
に
聡
し
み
て
淡
食
す
る
者
有
る
に
至
る
。

と
、
銭
の
代
り
に
他
物
の
珍
貴
な
も
の
を
納
め
て
塩
煙
に
充
て
た
が
、

中
に
は
物
の
役
に
立
た
ぬ
も
の
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
記
し

て
居
る
。
珍
晶
の
時
価
を
見
積
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
は
、
見
積

り
の
1
3
％
ぐ
ら
い
に
し
か
あ
た
ら
な
い
こ
と
は
、
同
じ
く
『
新
回
書
』

54

H
貨
志
に
、
李
鋳
が
塩
鉄
弓
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
と
し
て
、

三
二
の
利
は
私
家
に
積
み
、
国
用
耗
屈
し
て
彫
工
の
法
大
に
壊
た
れ
、
多
く

虚
傭
を
な
し
、
千
銭
を
率
す
る
も
百
三
十
に
満
た
ず
。

と
あ
っ
て
、
時
価
干
銭
と
見
積
つ
た
物
も
実
際
に
は
百
三
十
銭
に
し

か
あ
た
ら
な
い
こ
と
を
記
し
て
居
る
。
塩
商
の
手
に
渡
る
塩
は
、
こ

の
寧
を
標
準
に
し
て
考
え
る
と
、
そ
の
8
7
％
は
た
だ
同
様
の
も
の
で

あ
っ
た
わ
け
で
、
消
費
者
に
売
る
時
に
は
専
売
価
で
取
引
し
た
で
あ

ろ
う
か
ら
、
　
「
賃
愈
虚
に
し
て
朝
毎
饒
た
る
」
状
態
は
抜
き
難
い
も

の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
表
は
貞
元
二
年
と
永
貞
元
年
か
ら
元
和
七
年
に
至
る
迄
の
塩

利
の
収
入
袈
で
あ
る
。
数
は
『
冊
府
元
亀
』
鶉
山
沢
に
よ
り
十
位
以

下
は
切
捨
て
て
あ
る
。
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表1
年州酬難（貫）睡佑（酬饗・齢
点引r2　1　786　1 6．596．eQe　1

％
　
％
％
爲

L
　
　
h
L
L

　6，596，eOO

　7，530，100

11，280，000

13，057，300

17，8！5，100

18，053，600

17，463，700

17，12e，100

12，17e，ooo

805

806

807

808

809

810

81ユ

8！2

7，288，100

6，985，500

6，859，100

i　6，784，400

貞元2

永頁元

元和元
　　　　2

3
　
4
　
　
5
　
6
　
　
7

あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
「
鑑
愈
費
す
に
官
陣
雲
す
」

　
劉
曇
の
末
年
に
は
、
塩
利
収
入
は
全
国
家
収
入
の
半
を
占
め
た
。

し
か
し
、
こ
の
様
な
こ
と
は
以
後
に
は
見
ら
れ
な
い
。
資
治
藤
里
㎜

の
胡
注
に
引
く
李
吉
甫
の
元
和
集
計
簿
に
よ
る
と
、
元
和
の
両
税
・

楼
酒
・
鱗
斜
・
塩
利
・
茶
利
の
総
収
入
は
三
干
五
百
一
十
五
万
一
千

二
百
二
十
八
貫
石
で
、
天
宝
年
聞
の
賦
税
収
入
に
較
べ
て
一
撮
七
百

一
十
四
万
八
千
七
百
七
十
窪
石
の
減
少
を
示
し
て
躍
る
。
元
和
三
年

　
表
か
わ
推
察
出
来
る

こ
と
は
、
実
質
の
比
は

凡
そ
一
対
二
・
五
即
ち

実
税
収
は
名
雪
上
の
4
0

％
ほ
ど
で
あ
っ
て
、
し

か
も
実
税
収
は
劉
婁
時

代
の
そ
れ
と
あ
ま
り
変

動
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

血
夫
信
と
虚
債
の
差
、
6
0

％
ほ
ど
は
商
人
の
手
に

帰
し
、
実
際
に
塩
は
手

渡
さ
れ
て
居
る
わ
け
で

　
　
る
わ
け
で
あ
る
。

の
数
を
取
っ
て
塩
利
の
占
め
る
割
合
を
と
る
と
、
実
信
で
約
2
0
％
、

虚
佑
で
約
5
0
％
に
な
る
。
国
家
の
収
入
塩
利
半
に
湿
る
と
い
う
姿
は

名
撰
上
は
依
持
さ
れ
て
居
る
が
実
際
上
は
、
そ
う
う
ま
く
は
行
っ
て

居
な
い
有
様
で
あ
る
。
し
か
竜
、
こ
の
数
は
元
和
年
中
の
実
虚
両
懸

が
出
て
屠
る
も
の
の
最
高
数
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
音
心
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

三

　
国
家
と
し
て
は
、
塩
の
消
費
迄
自
ら
管
理
す
る
こ
と
を
断
念
し
た

以
上
、
は
か
る
こ
と
は
多
量
の
塩
を
商
人
に
売
り
渡
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
商
人
に
優
遇
の
条
件
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

第
一
の
条
件
が
差
役
の
免
除
で
あ
っ
た
。
　
『
冊
府
元
亀
』
鄭
山
沢
、

長
慶
元
年
・
三
月
の
条
の
王
播
の
奏
に
、

あ
ら
ゆ
る

応
管
煎
塩
戸
・
塩
商
工
に
諸
の
塩
院
停
場
宮
吏
所
由
等
は
、
前
後
の
勅
制
に

よ
る
に
、
両
税
を
除
い
て
は
差
役
追
齎
す
る
を
許
さ
ず
。

と
あ
る
。
頭
型
戸
・
院
場
の
吏
の
み
な
ら
ず
担
商
も
差
役
免
除
が
許

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
誰
も
彼
も
が
塩
商
に
な
り
得
る

か
と
い
う
と
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
塩
商
に
な
る
た
め
に
は

先
ず
専
売
税
を
墨
画
で
塩
場
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
匝
。
多
額
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の
出
銭
を
一
時
に
納
入
出
来
る
だ
け
の
能
力
あ
る
も
の
は
、
肖
然
そ

の
範
囲
が
定
ま
っ
て
来
る
。
白
居
易
『
白
蘭
出
集
』
4
5
論
塩
商
之
幸

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

距
叉
見
る
に
、
関
よ
り
以
東
、
上
農
大
賀
は
其
の
資
産
を
（
見
銭
に
）
易
え

て
、
入
れ
て
塩
商
と
な
る
に
、
率
ね
皆
多
く
私
財
を
蔵
し
、
別
に
稗
販
を
営

・
む
。
少
し
く
容
顔
を
出
す
は
喉
隷
名
を
求
む
る
に
あ
り
。
居
る
に
征
篠
な
く
、

行
く
に
権
露
な
し
。
身
は
期
ち
無
籍
に
庇
わ
れ
、
私
は
尽
く
私
室
に
入
る
。

此
れ
乃
わ
ち
下
農
商
に
耗
あ
り
て
、
桑
港
権
に
益
な
し
。

と
あ
る
。
白
居
易
か
ら
見
れ
ば
、
少
し
く
官
利
を
出
す
に
す
ぎ
ぬ
も

の
で
あ
っ
て
も
、
堪
え
得
る
も
の
は
大
地
主
か
大
商
人
に
限
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
塩
商
の
名
を
得
た
商
人
達
は
、
塩
の
販
売
の
み
に
従
事

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
そ
の
他
の
貨
物
を
も
販
売

出
来
る
上
に
、
差
役
免
除
と
い
う
恩
典
が
加
わ
り
、
し
か
も
行
く
先

肉
の
馬
場
で
は
納
入
し
た
確
税
以
上
に
塩
を
渡
し
て
呉
れ
る
と
い
う

下
に
も
お
か
ぬ
も
て
な
し
ぶ
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
渡
さ
れ
た
塩

の
6
0
％
は
塩
商
自
身
の
み
い
り
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
財

を
為
さ
ぬ
の
は
余
程
へ
ま
な
導
管
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
等
塩
商
か
ら
税
を
吐
き
出
さ
せ
よ
う
と
眼
を
つ
け
た
の
が
軍

事
費
の
獲
得
に
急
で
あ
っ
た
諸
道
の
節
鎮
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
よ
り
先
、
安
史
の
乱
の
頃
か
ら
、
諸
遵
の
節
鎮
が
軍
資
金
に

あ
て
る
と
い
う
名
目
で
税
関
を
建
て
渡
し
場
や
市
等
で
価
格
の
見
積

り
を
し
て
一
貫
文
ご
と
に
或
る
割
合
で
税
を
と
る
こ
と
が
は
じ
め
ら

れ
た
。
上
元
年
闘
に
は
、
江
准
の
堰
塘
で
も
通
過
す
る
商
旅
の
舟
か

　
ら
塔
載
量
に
準
じ
て
税
を
と
る
こ
と
が
は
じ
め
ら
れ
、
こ
れ
を
「
壌

程
」
と
い
っ
た
（
…
　
．
逓
典
謡
1
1
雑
税
　
附
元
十
八
年
条
の
爽
注
）
。
こ
の
際
、

第
五
埼
か
ら
劉
曇
に
至
る
ま
で
の
聞
は
塩
商
も
課
税
の
対
象
に
な
っ

た
。
劉
曇
が
塊
商
に
対
す
る
こ
の
種
の
課
税
を
禁
じ
た
こ
と
が
あ
る

が
、
時
に
課
税
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
そ
の
後
に
も
あ
っ
た
。
時
代

は
ず
っ
と
上
る
が
李
碕
が
貞
元
十
年
頃
潤
州
刺
史
と
な
っ
て
塩
鉄
使

と
な
っ
て
朱
方
（
鎮
江
府
）
に
治
所
を
置
い
た
時
、
　
塩
院
の
津
堰
、

供
張
番
剥
し
紀
極
を
知
ら
ず
、
そ
の
後
、
公
路
で
な
い
越
路
や
小
堰

す
ら
も
が
往
来
す
る
商
旅
か
ら
儲
物
を
訣
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た

　
（
凹
唐
会
要
』
8
7
転
業
塊
鉄
総
評
）
。
更
に
は
、
『
冊
府
元
亀
』
嬬
山
沢

元
和
十
三
年
三
月
の
条
に
、

　
あ
ら
や
る

　
応
諸
道
州
府
が
先
に
請
い
て
茶
塩
店
を
置
き
税
を
収
さ
む
。

’
と
あ
り
、
地
方
の
設
観
し
た
茶
議
事
で
は
塩
商
も
も
ち
ろ
ん
課
税
の

対
象
と
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
居
る
。
又
『
唐
会
要
』
縫
雑
税
　
開

成
二
年
十
二
月
の
条
に
、
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あ
ら
ゆ

　
尻
口
税
場
は
、
応
る
経
過
の
衣
冠
・
商
客
の
金
銀
・
羊
馬
・
鰭
聾
・
見
銭
・

　
む
　
　
む茶

塩
・
綾
絹
等
に
一
物
以
上
滋
に
税
す
。

と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
唐
薯
末
葉
に
な
る
に
従
っ
て
こ
の
傾
向

は
強
く
な
り
、
更
に
度
々
の
禁
令
に
も
拘
ら
ず
三
論
が
独
自
に
二
幅

を
設
け
る
に
至
っ
て
、
商
人
の
こ
の
種
の
税
負
担
は
莫
大
な
も
の
に

な
っ
た
。
塩
の
専
売
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
と
な
る
私
論
の
発
生
も
、

そ
の
｝
因
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
潜
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
全
国

的
に
関
税
網
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
れ
ば
、
商
人
と
し
て
は
そ
こ
で
吸

い
取
ら
れ
る
額
を
見
合
せ
て
な
お
か
つ
自
己
の
利
益
に
帰
す
る
よ
う

な
方
法
を
考
え
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
塩
鼠
戸
か
ら
直
接

買
い
と
る
密
買
が
始
ま
る
。
相
馬
高
額
に
買
い
つ
け
て
も
専
売
価
以

下
に
買
え
れ
ば
そ
れ
で
利
益
は
上
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て

窟
の
塩
専
売
は
通
商
法
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
虚
器
の
風
が

加
わ
っ
た
の
で
、
　
一
度
塩
釜
の
手
に
帰
し
た
塩
は
、
正
式
の
ル
ー
ト

に
よ
る
も
の
か
又
は
私
塩
で
あ
る
か
の
厩
別
は
つ
け
が
た
い
の
が
実

状
で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
、
　
一
部
の
官
塩
に
多
数
の
私
論
が
爽
帯

さ
れ
て
塩
商
達
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
法
令
上

の
私
塩
取
締
り
の
罰
期
が
後
代
ほ
ど
厳
重
に
な
っ
て
行
く
の
は
、
関

税
綱
が
密
に
な
っ
て
行
く
過
程
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
居
る
。
こ
れ
を
裏

面
か
ら
見
る
と
如
河
に
罰
則
を
重
く
し
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
専
売
法

そ
の
も
の
が
す
で
に
官
塩
・
私
塩
の
区
別
を
つ
け
が
た
く
し
て
居
る

こ
と
と
、
唐
朝
に
と
っ
て
節
鎮
、
の
堰
堤
を
取
締
る
実
力
が
欠
除
し
て

居
た
こ
と
を
物
語
り
、
い
た
ず
ら
に
罰
則
を
重
く
し
た
、
、
「
こ
け
お

ど
し
」
の
政
策
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

　
私
塩
は
関
税
網
の
密
度
に
並
行
し
て
盛
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

思
う
が
、
そ
の
種
類
も
多
い
。
壌
商
が
海
亀
苧
戸
か
ら
官
の
手
を
経
ず

に
買
い
取
る
の
が
も
っ
と
も
普
通
の
在
り
方
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
、

盗
鷲
の
塩
、
魚
塩
が
あ
る
。

　
鼠
講
の
塩
は
安
善
・
解
漿
の
い
わ
ゆ
る
爾
池
の
塩
に
多
く
、
一
石

の
盗
講
で
死
に
至
る
と
さ
れ
、
盗
鷲
の
塩
の
仲
介
を
し
た
坊
市
の
居

邸
主
入
・
市
曾
も
そ
の
罪
を
問
わ
れ
た
（
『
新
組
書
』
5
4
食
貨
志
）
。
又

塩
池
附
近
の
塩
分
を
含
ん
だ
土
を
盗
毒
す
る
と
、
土
一
斗
が
塊
一
升

に
あ
た
る
も
の
と
さ
れ
た
。
塩
池
附
近
の
土
に
ま
で
思
い
を
い
た
さ

ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
塩
利
収
入
は
国
家
財
政
に
と
っ
て
重
要
な
も
の

で
あ
っ
た
証
佐
で
も
あ
る
。

　
硝
塩
は
、
評
言
の
多
い
池
に
生
ず
る
植
物
を
焼
い
て
そ
の
灰
か
ら

精
製
さ
れ
る
塩
で
あ
る
。

　
『
旧
歌
書
』
1
7
上
　
文
宗
紀
　
太
和
二
年
三
月
の
条
に
、
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度
支
奏
す
ら
く
、
　
「
京
兆
府
奉
先
墨
界
の
麟
池
は
、
側
近
の
百
姓
水
守
柴
を

と
り
焼
灰
し
て
煎
塩
し
一
石
の
灰
ご
と
に
塩
一
十
二
斤
一
両
を
得
。
法
を
乱

す
こ
と
盤
景
よ
り
甚
し
云
々
。

と
あ
り
、
こ
の
風
が
す
で
に
以
前
よ
り
あ
っ
た
こ
と
は
、
　
『
冊
府
元

亀
』
鰻
山
沢
　
同
年
の
条
に
、

度
日
曝
す
ら
く
、
　
「
先
に
両
池
確
懸
盤
の
申
を
耀
け
た
る
に
冊
．
長
慶
三
年
二

月
十
五
日
、
奉
先
県
界
に
於
き
て
水
栢
柴
灰
四
十
石
六
斗
二
升
を
捉
獲
し
、

数
内
よ
り
一
石
を
取
り
煎
し
た
る
に
塩
一
十
二
斤
一
両
を
得
た
り
。
使
司
は

是
れ
が
鹸
土
を
盗
聾
し
、
妄
に
水
栢
柴
灰
な
り
と
称
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
重

ね
て
群
衆
柴
三
十
斤
を
収
窪
し
、
焼
き
て
灰
二
斗
二
升
を
得
、
劃
し
て
塩
二
斤

　
一
十
二
両
を
得
た
り
。
従
前
未
だ
明
豊
の
禁
断
す
る
あ
ら
ざ
る
に
縁
り
て
の

ゆ
え
に
百
姓
故
に
抵
犯
す
る
あ
り
。
伏
し
て
栢
柴
灰
を
以
て
比
三
三
試
す
る

に
、
獲
る
所
の
灰
に
よ
り
、
旧
試
の
例
に
准
じ
て
、
約
塩
一
斗
八
升
を
得
た
り
。

懸
土
も
て
煎
塩
し
て
収
む
る
所
の
塩
に
比
類
す
る
に
分
数
較
多
し
、
其
の
鹸
「

土
は
回
勅
条
の
禁
止
せ
る
あ
り
。
其
の
水
回
柴
灰
の
法
を
乱
す
こ
と
鹸
土
よ

り
甚
し
。
因
循
す
べ
か
ら
ず
し
と
。
臣
今
商
量
す
る
に
、
今
よ
り
已
後
、
水

栢
柴
灰
重
さ
一
十
二
斤
を
盗
博
す
る
を
捉
罰
す
れ
ば
即
ち
塩
一
斤
に
計
り
、

灰
一
斗
を
犯
さ
ば
即
ち
塩
一
斤
四
両
と
し
、
並
に
両
池
の
例
に
准
じ
、
八
丈

は
計
仮
し
て
鹸
土
を
澄
し
煎
る
を
犯
す
の
勅
条
に
同
じ
く
し
、
節
理
強
調
せ

ん
。
翼
う
と
こ
ろ
は
、
塩
法
葺
一
に
し
て
椌
課
の
旛
を
遣
る
る
に
あ
り
」
と
。

之
に
従
う
。

と
あ
り
、
水
栢
柴
を
焼
い
た
灰
か
ら
塩
を
精
製
す
る
こ
と
に
つ
い
て

そ
れ
ま
で
禁
令
の
な
か
っ
た
も
の
を
禁
断
し
て
い
る
。
し
か
も
相
当

な
量
の
塩
が
取
れ
た
こ
と
亀
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
方
法
で
製
造
さ
れ
た
塩
が
塩
商
の
手
に
よ
っ
て
各

地
に
運
ば
れ
た
こ
と
は
、
　
『
野
芒
元
亀
』
蹴
俸
禄
　
太
和
七
年
の
条

に
、勅

す
ら
く
、
申
書
門
下
雀
の
著
る
本
銭
は
諸
色
人
に
与
え
て
駆
使
官
の
文
語

を
給
し
、
江
潅
諸
道
に
於
い
て
経
紀
せ
し
め
て
年
毎
に
利
を
納
め
し
む
…
…
。

聞
く
な
ら
く
、
皆
嘲
れ
江
山
の
冨
豪
大
戸
に
し
て
利
を
納
む
る
こ
と
殊
に
少

く
、
影
庇
は
な
は
だ
多
し
。
私
に
茶
塩
を
販
し
て
頗
る
文
法
を
歩
む
覧

と
あ
り
、
私
塩
販
売
商
人
は
同
時
に
捉
三
戸
で
も
あ
っ
て
、
州
県
で

は
手
の
つ
け
ら
れ
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
拙
稿
「
唐
代
の
捉

銭
戸
に
つ
い
て
」
『
東
洋
史
研
究
」
1
7
1
2
）
。
唐
代
の
瓶
商
は
従
っ
て

官
塩
の
販
売
者
で
あ
る
と
同
時
に
私
塩
の
販
売
者
で
も
あ
っ
た
わ
け

で
特
典
の
つ
き
ま
と
う
と
こ
ろ
は
恰
竜
蟻
の
惹
き
に
集
る
如
く
い
ろ

い
ろ
な
手
段
を
つ
く
し
て
入
り
込
ん
で
来
る
。
塩
商
に
は
州
県
裁
判

権
麺
避
の
蒋
権
は
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
得
る
た
め
に
捉
三
戸
に

な
る
竜
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
塩
商
の
在
り
方
と
虚
信
の
み
多
く
、
実
積
の
あ
が
ら

ぬ
事
態
に
手
を
焼
い
た
唐
朝
は
官
営
直
売
場
を
置
い
て
実
収
を
あ
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

よ
う
と
し
て
い
る
。
『
冊
府
元
亀
』
4
9
山
沢
　
長
慶
元
年
一
二
月
の
条
に
、

塩
鉄
弓
王
播
奏
す
ら
く
、
「
諸
道
の
塩
院
、
塩
を
澄
し
て
商
人
に
付
す
る
に
、

諮
う
ら
く
は
、
斗
毎
に
五
十
を
加
え
、
旧
に
通
じ
て
三
百
文
の
価
と
せ
ん
。

諸
処
の
面
訴
下
場
に
小
舗
を
麗
き
て
塩
を
喫
し
、
趣
意
に
三
十
〔
『
旧
悪
雷
」

48

H
貨
無
上
、
　
『
唐
劇
論
』
8
8
葉
鉄
は
二
十
に
作
る
〕
を
加
え
、
旧
を
通
じ

て
百
九
十
文
の
価
と
せ
ん
」
と
。
…
…
之
に
従
う
。

と
あ
り
、
商
人
売
渡
し
価
格
よ
り
百
十
文
廉
く
売
る
わ
け
で
あ
る
。

尤
も
、
こ
こ
で
「
旧
に
通
じ
て
」
と
あ
り
、
こ
の
年
以
前
に
も
直
売

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
証
拠
だ
て
る
直
接
的
記
録
は
な

い
。
こ
の
手
段
も
実
効
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
何

と
な
れ
ば
、
商
人
た
る
者
賎
き
に
趨
っ
て
利
を
あ
げ
ん
と
す
る
の
は

き
ま
9
き
っ
た
こ
と
で
多
く
は
直
売
揚
に
赴
い
て
買
い
取
ろ
う
と
し

て
、
ま
す
ま
す
一
斗
三
百
文
も
の
専
売
競
を
支
払
っ
て
買
い
取
ろ
う

と
い
う
も
の
は
少
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

四

丁
優
二
年
三
月
に
、
国
家
自
ら
塩
を
販
売
し
、
通
商
法
を
止
め
よ

う
と
い
う
議
論
が
出
た
が
、
種
々
の
反
対
が
あ
っ
て
沙
汰
止
み
と
な

っ
た
。
主
張
者
は
鴻
騰
卿
判
度
支
で
あ
っ
た
張
平
淑
で
あ
り
、
反
対

老
の
中
心
は
中
書
舎
人
章
処
厚
と
韓
語
で
あ
っ
た
。
　
『
旧
唐
書
』
1
6

穆
宗
紀
張
平
淑
は
利
害
十
八
条
を
述
べ
て
居
る
が
重
処
厚
．
韓
藍
も

そ
れ
ぞ
れ
一
条
ご
と
に
反
対
意
見
を
述
べ
て
配
る
。
韓
愈
の
反
対
論

は
『
韓
昌
黎
文
集
』
8
に
収
め
ら
れ
て
居
て
『
冊
府
元
亀
』
鵬
山
沢

に
載
せ
る
嚢
処
厚
の
そ
れ
よ
り
は
、
よ
り
実
際
的
で
あ
り
、
精
彩
が

あ
る
。
韓
愈
の
議
論
の
中
か
ら
、
塩
商
の
性
格
を
語
る
も
の
を
柔
き

出
し
て
み
る
と
、
唐
代
の
塩
商
と
一
鍛
消
費
者
と
の
関
係
が
先
づ
語

ら
れ
る
。

　
張
好
配
が
そ
の
一
条
で
、
州
府
を
し
て
人
を
派
遣
し
て
、
州
府
自

ら
が
官
塩
を
…
諭
し
、
実
佑
の
匹
段
を
収
め
、
省
司
が
旧
例
に
準
じ
て

支
用
す
れ
ば
、
自
か
ら
利
を
獲
る
こ
と
一
倍
な
ら
ん
と
云
っ
た
の
に

対
し
て
、
戦
乱
は
次
の
伽
き
反
対
論
を
述
べ
て
い
る
。

臣
今
通
計
す
る
に
、
所
在
の
百
姓
は
貧
多
く
し
て
富
少
な
し
、
城
郭
を
除
く

の
外
見
銭
も
て
塩
を
慨
す
こ
と
あ
る
岩
、
十
に
二
三
な
し
。
多
く
は
雑
物
及

び
米
穀
を
も
つ
て
博
易
す
。
塩
商
は
利
己
に
帰
す
れ
ば
、
物
無
け
れ
ば
取
ら

ず
。
或
は
従
り
て
升
斗
を
除
貸
し
、
約
す
る
に
時
熟
に
填
還
す
る
を
も
っ
て

す
。
こ
こ
を
も
っ
て
取
済
両
な
が
ら
利
便
を
得
た
り
。
今
州
県
の
三
豊
を
し
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て
鋪
に
坐
し
て
自
塾
せ
し
め
ん
に
、
利
は
巳
に
関
ら
ざ
る
に
、
罪
は
撃
ち
身

に
掬
わ
る
。
荒
胆
塔
頭
段
の
物
を
得
ざ
れ
ば
、
官
利
を
失
せ
ん
こ
と
を
恐
れ

て
必
ず
敢
て
嵩
せ
ざ
ら
ん
。

即
ち
、
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
城
郭
内
に
居
住
す
る
人
ん
を
除

い
て
は
児
銭
で
塩
を
購
入
す
る
も
の
は
十
分
の
二
三
に
足
り
な
い
有

様
で
、
多
く
は
燃
商
の
必
要
と
す
る
雑
物
や
米
穀
で
物
々
交
換
し
て

居
た
。
壌
商
の
方
で
も
、
暗
面
で
確
税
を
納
め
た
以
上
所
詮
自
分
の

利
益
に
な
る
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
に
甘
ん
じ
、
交
換
物
資
が
な
け
れ

ば
そ
の
場
で
と
ろ
う
と
は
せ
ず
、
必
要
分
量
の
塩
を
貸
し
て
後
そ
の

代
価
を
得
よ
う
と
す
る
（
除
貸
）
。
こ
こ
に
夏
秋
の
収
穫
時
に
代
価
を

支
払
う
約
束
が
成
立
し
て
塩
の
受
け
渡
し
が
な
さ
れ
、
売
る
方
も
貿

う
方
も
そ
れ
で
便
利
を
得
て
贋
た
。
そ
れ
な
の
に
州
県
が
人
並
に
羅

ら
せ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
人
賦
は
利
益
を
あ
げ
て
も
五
分
に
関
係
の

な
い
こ
と
で
あ
る
の
に
、
欠
損
が
生
ず
れ
ば
そ
れ
は
己
の
責
任
と
な

っ
て
罪
を
被
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
身
銭
或
は
・
〆
、
れ
に
代
わ
る
交
換

物
資
が
な
け
れ
ば
官
利
の
亡
失
を
恐
れ
て
羅
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

官
雑
の
便
な
ら
ざ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
こ
に
除
貸
の
際
に
、
も
し

収
穫
時
に
約
束
が
果
せ
な
け
れ
ば
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
約
束
の
果
せ
な
い
こ
と
は
担
保
物
件
が
塩
商
の
手
中
に
帰

す
こ
と
を
賭
示
す
る
。
幾
何
か
の
利
息
が
除
貸
の
際
に
附
さ
れ
る
こ

と
は
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
か
ら
、
約
束
の
果
せ
な
い
人
々
も
相
当

数
に
の
ぼ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
手
を
は
な
れ
た
担

保
物
件
一
多
く
は
田
富
で
あ
っ
た
ろ
う
一
は
塩
森
の
直
中
に
入

っ
て
、
画
商
た
る
上
農
・
画
質
の
財
は
ま
す
ま
す
増
加
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
魯
居
易
が
見
た
塩
商
の
姿
は
実
に
か
か
る
状
況
に
於
け
る

も
の
で
あ
9
、
莞
確
に
益
な
し
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
韓
愈

の
目
に
映
ゼ
た
こ
と
は
、
塩
辛
の
姿
は
な
る
ほ
ど
〉
㌦
う
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
で
も
な
お
官
…
羅
よ
り
は
利
便
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
韓
愈
の
そ
の
状
況
の
中
で
何
と
か
し
ょ
う
と
す
る
良
く
云

え
ば
現
実
的
、
悪
く
云
え
ば
因
循
情
恩
な
政
治
家
と
し
て
の
性
格
が

良
く
あ
7
ら
諾
わ
れ
て
遡
る
。

　
次
に
、
張
平
叔
が
郷
村
の
州
県
治
所
在
地
よ
り
遠
い
と
こ
ろ
に
は

所
由
を
し
て
塩
を
運
搬
せ
し
め
て
、
村
に
就
い
て
耀
ら
せ
し
め
百
姓

に
閾
塩
の
苦
を
得
ざ
ら
し
め
よ
う
と
い
う
意
見
に
対
し
て
、
韓
愈
は

次
の
如
き
反
対
意
図
を
述
べ
て
い
る
。

臣
お
も
え
ら
く
、
郷
村
遠
処
は
或
は
三
家
五
家
、
山
谷
に
居
住
し
、
人
馬
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
た

　
し
て
塩
を
も
つ
て
家
ご
と
に
至
り
　
戸
ご
と
に
到
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。
多
く
将

　
ら
せ
ぽ
即
ち
羅
貸
尽
き
ず
、
少
く
将
ら
せ
ば
即
ち
銭
を
得
る
こ
と
多
き
な
し
。
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其
佳
来
を
計
る
に
、
自
ら
綴
食
に
充
つ
る
に
足
ら
ず
。
比
来
、
商
人
は
或
は

自
か
ら
減
石
を
負
担
し
、
往
い
て
百
姓
と
縛
写
す
。
翼
う
所
は
平
価
の
上
に

利
三
銭
爾
銭
を
得
ん
と
す
る
に
あ
り
。
所
由
が
嘗
の
使
う
所
と
な
り
て
、
村

に
到
る
の
後
必
ず
百
姓
の
供
応
を
索
め
ん
と
す
る
こ
と
の
利
す
る
と
こ
ろ
至

り
て
少
な
く
弊
た
る
則
、
ち
多
き
の
比
な
ら
ず
。

即
ち
、
囁
郷
村
で
竜
州
県
治
か
ら
は
る
か
は
な
れ
た
三
四
家
の
所
と
か

山
間
、
谷
間
の
人
家
の
少
な
い
所
は
州
県
が
人
吏
を
派
遣
し
て
塩
を

売
ら
せ
る
に
は
収
支
の
償
い
が
つ
け
が
た
い
。
商
人
が
塩
を
担
っ
て

そ
ん
な
と
こ
ろ
に
ま
で
出
か
け
て
往
っ
て
人
々
と
物
物
交
換
で
も
し

ょ
う
と
い
う
の
は
彼
ら
の
さ
さ
や
か
な
射
利
の
意
図
が
さ
せ
る
の
で
、

入
吏
が
官
の
た
め
に
出
か
け
て
い
っ
て
、
射
利
を
亡
失
せ
ぬ
た
め
に

人
々
に
種
女
の
供
応
を
索
め
よ
う
と
す
る
時
の
、
利
益
が
少
な
い
割

合
に
弊
害
の
多
い
こ
と
の
比
で
は
な
い
。
と
極
力
野
蚕
の
弁
護
に
ま

わ
っ
て
居
る
。

　
又
、
張
豆
殿
が
、
浮
奇
姦
滑
な
る
も
の
が
い
た
ず
ら
に
富
み
、
土

著
し
て
本
業
を
守
る
も
の
は
日
ご
と
に
貧
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
若

し
官
が
自
ら
塩
を
蘇
れ
ば
、
貴
賎
貧
富
、
士
農
工
商
、
道
士
僧
尼
、

井
兼
游
惰
を
問
わ
ず
、
其
の
食
す
る
所
に
よ
っ
て
官
に
銭
を
輸
す
る

こ
と
に
な
る
し
、
又
諸
道
軍
や
諺
文
の
家
口
親
族
で
、
影
占
さ
れ
て

曾
っ
て
税
を
輸
さ
ざ
る
も
の
も
、
若
し
官
が
自
ら
塩
を
羅
れ
ば
、
　
一

人
と
し
て
課
税
も
れ
に
な
る
も
の
は
な
か
ろ
う
。
と
い
う
意
見
に
対

し
て
、
韓
愈
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

臣
お
も
え
ら
く
、
此
桜
色
の
人
等
は
、
宮
が
未
だ
自
ら
塩
を
羅
ら
ざ
る
の
時

よ
り
塩
を
耀
い
て
食
う
。
官
の
宙
ら
…
起
る
を
待
ち
て
然
る
後
に
塩
を
食
う
に

あ
ら
ざ
る
な
り
。
若
し
宮
溶
ら
塩
を
羅
ら
ざ
れ
ば
此
色
の
人
等
は
塩
を
耀
い

て
食
わ
ず
、
宮
自
ら
塩
を
回
し
て
即
ち
耀
い
て
之
を
食
う
と
な
れ
ば
即
ち
ま

こ
と
に
平
叔
の
言
う
所
の
ご
と
し
。
若
し
官
自
ら
回
る
と
羅
ら
ざ
る
と
皆
常

に
塩
を
羅
い
て
食
う
と
な
れ
ば
期
ち
・
今
宮
自
ら
回
る
も
回
雪
な
き
な
り
。
い

わ
ゆ
る
其
の
一
を
知
り
て
其
の
二
を
知
ら
ず
、
其
の
近
を
見
て
其
の
遠
ぎ
を

知
ら
ざ
る
な
り
。
國
家
の
権
塩
、
躍
り
で
商
人
に
与
へ
、
商
人
権
を
納
れ
て
、

雑
り
て
百
姓
に
与
ふ
。
即
ち
護
れ
天
下
の
百
姓
、
貧
寓
貴
賎
と
な
く
皆
巴
に

銭
を
官
府
に
試
せ
る
な
り
。
国
家
と
交
手
し
て
銭
を
付
し
、
然
る
後
に
銭
を

官
に
焦
せ
り
と
為
す
を
幸
せ
ざ
る
な
り
。

張
平
叔
は
、
塩
商
そ
の
他
影
占
戸
の
税
を
輸
さ
ず
に
富
ん
で
ゆ
く
の

を
攻
撃
す
る
が
、
国
家
が
そ
ん
な
こ
と
に
ま
で
手
を
出
さ
な
く
て
も
、

人
闘
が
塩
を
食
う
以
上
、
す
べ
て
が
税
を
取
め
て
い
る
の
で
、
国
家

と
直
接
編
物
の
や
り
と
り
を
し
な
け
れ
ば
、
税
を
収
め
て
い
な
い
と

考
え
る
の
は
愚
の
骨
頂
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
韓
愈
の
音
心
見
は

勿
論
、
官
庫
に
し
て
も
経
費
を
考
え
合
せ
る
と
通
商
に
よ
る
の
も
同
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じ
効
果
し
か
な
い
、
同
じ
効
果
の
も
の
な
ら
塩
商
も
消
費
者
も
便
と

す
る
現
行
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
か
ら
出
た

意
見
で
あ
る
が
次
の
意
見
は
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
更
に
呼
量
擁
護

論
を
表
に
出
し
て
居
る
。

　
張
平
叔
が
、
商
人
が
手
持
の
塩
を
す
べ
て
官
に
納
め
て
し
ま
っ
た

ら
、
輯
し
く
諸
軍
一
諸
使
の
下
で
職
掌
を
求
め
、
銭
を
把
り
、
店
舗

を
管
理
し
、
荘
田
．
膿
確
の
管
理
人
と
な
っ
て
影
庇
を
求
め
る
を
得

ざ
ら
し
め
よ
う
と
い
っ
た
の
に
対
も
て
、
韓
愈
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

臣
お
も
え
ら
く
、
塩
商
は
権
を
納
れ
て
官
の
為
に
塩
を
回
り
、
子
二
相
承
け

て
、
坐
し
て
厚
く
利
を
受
く
。
之
を
百
姓
に
比
す
る
に
実
に
校
優
た
る
も
、

今
既
に
其
業
を
奪
い
、
又
禁
じ
て
職
事
を
直
覚
し
及
び
人
の
為
に
銭
を
冠
し

店
を
捉
し
、
製
表
を
看
守
す
る
を
得
ざ
ら
し
め
ん
と
す
。
何
の
罪
に
て
か
一

朝
に
し
て
之
を
窮
遷
す
る
や
を
知
ら
ず
。
蒋
し
必
ず
こ
れ
を
行
え
ば
、
即
ち

富
商
大
質
は
必
ず
怨
恨
を
生
じ
、
或
は
重
宝
を
収
市
し
て
反
側
之
地
に
逃
入

し
、
以
っ
て
憲
盗
に
資
せ
ん
。
此
れ
又
慮
ん
ば
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

韓
愈
は
塩
払
は
富
商
・
大
勢
よ
り
出
て
居
る
こ
と
、
一
般
の
入
民
に

比
し
て
優
遇
さ
れ
て
居
る
こ
と
を
重
た
承
知
の
上
で
、
そ
れ
で
も
敵

に
ま
わ
す
よ
り
は
良
い
と
い
う
意
見
を
持
っ
て
居
た
。
こ
の
意
見
が

入
れ
ら
れ
て
、
張
平
叔
の
慧
見
が
却
下
さ
れ
た
こ
と
は
、
塊
商
が
と

も
す
れ
ば
、
塩
瀬
の
名
の
下
に
白
居
易
が
見
た
よ
う
な
行
為
に
出
る

こ
と
の
多
い
こ
と
を
承
無
の
上
で
な
お
且
つ
、
塩
谷
の
も
た
ら
す
専

売
税
収
に
た
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
事
態
に
立
至
っ
て
い
た
長
慶
頃
の

唐
朝
の
在
り
方
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
描
き
出
し
て
居
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
塩
江
は
一
方
で
は
節
鎮
の
役
人
と
も
な
り
、
節
鎮
名
品
に
洗
礼
さ

れ
た
店
舗
．
倉
庫
の
管
理
人
で
あ
り
又
、
同
じ
よ
う
な
状
況
に
於
け

る
荘
園
・
畷
確
の
管
理
人
で
も
あ
っ
た
。
塩
商
が
節
鎮
に
影
乾
を
求

め
る
の
は
、
軍
用
金
の
名
で
吸
い
取
ら
れ
る
関
税
廻
船
と
大
き
な
関

係
一
か
あ
・
O
と
考
え
卍
り
’
れ
る
。
　
先
に
述
べ
た
し
ょ
・
り
に
罵
即
鎮
が
茶
恥
塩
店
を

設
け
て
税
を
収
め
る
場
合
、
自
己
の
職
掌
人
や
ゴ
店
舗
・
倉
庫
の
管

理
人
、
荘
園
・
隈
鎧
の
管
理
人
で
あ
る
塩
商
は
見
逃
し
た
で
あ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。

五

　
塩
の
管
理
を
院
場
に
限
り
、
あ
と
は
商
人
の
ゆ
く
ま
ま
に
ま
か
す

と
い
う
や
り
方
が
も
た
ら
し
た
結
果
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
各

院
場
聞
の
競
争
を
よ
び
お
こ
し
、
塩
の
消
費
量
の
割
合
に
実
績
が
あ

が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
各
生
産
地
の
塩
の
販
売
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区
域
の
規
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
『
唐
馬
要
』
8
8
塩
鉄
・

『
冊
府
元
亀
』
鵬
山
沢
な
ど
に
、

貞
元
十
六
年
十
二
月
、
史
牟
奏
す
ら
く
、
　
「
沢
・
灘
鄭
等
の
州
は
多
く
末
塩

を
食
マ
）
。
請
う
ら
く
は
一
切
禁
断
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
」
と
、
之
に
従
う
。

と
あ
る
が
、
こ
の
年
以
前
に
は
海
産
の
塩
が
遠
く
山
西
に
ま
で
持
ち

込
ま
れ
販
売
さ
れ
て
居
た
の
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
販
売
区
域

の
取
き
め
が
な
い
と
き
の
塩
商
の
行
動
半
径
の
大
き
さ
が
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。
元
和
年
間
に
至
る
と
特
に
池
塩
に
関
す
る
販
売
区
域
の
規

定
が
厳
重
に
な
っ
て
来
て
居
る
。
　
『
冊
府
元
亀
』
9
3
山
沢
　
元
和
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

年
閏
十
二
月
の
条
に
、

戸
部
簾
判
竪
珍
話
ら
く
、
「
河
需
池
の
欝
（
文
華
藤
艶
曙

湯
改
）
は
、
娑
も
て
回
折
慮
翔
・
陳
・
二
面
中
沢
・
濁
・
河
南
・

許
・
肇
二
蓋
（
『
唐
会
要
』
8
8
塩
鉄
に
は
十
五
）
州
の
界
内
に
於
い
て
饗
（
顯
騒

犠
）
せ
し
む
る
を
許
す
．
柴
因
循
し
、
兼
ね
て
整
て
三
元
府
及
び
洋

興
・
鳳
・
文
・
三
等
六
州
に
入
る
。
臣
移
牒
し
て
勘
回
し
得
た
る
に
、
山
南

西
道
観
察
使
の
報
に
、
　
『
其
の
果
・
閲
の
両
川
塩
は
、
本
土
の
人
戸
及
び
琶

南
諸
郡
が
布
入
し
、
又
当
軍
士
馬
に
供
す
る
に
尚
お
懸
秘
す
る
あ
り
、
若
し

数
州
を
兼
ぬ
れ
ば
自
然
に
闘
絶
せ
ん
。
』
と
、
　
又
藁
屋
諸
府
の
誓
老
の
状
も

て
申
博
す
る
を
得
た
り
。
浜
弓
商
量
す
ら
く
、
河
中
の
塩
は
請
う
ら
く
は
各

州
界
に
放
晒
し
て
羅
宇
せ
ん
こ
と
を
」
と
、
之
に
従
う
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
云
う
勅
文
と
は
何
時
の
も
の
か
知
る
手
だ
て
は
な

い
が
、
元
和
六
年
十
二
月
以
前
に
、
両
池
の
塩
は
関
内
道
（
轡
虫
）
河

東
道
（
山
西
）
河
南
道
’
（
河
南
）
一
帯
が
販
売
区
域
と
し
て
定
め
ら
れ
て

居
た
。
と
こ
ろ
が
、
関
内
道
に
隣
接
す
る
山
南
道
（
陳
西
・
四
二
）
の

興
下
府
な
ど
の
六
州
は
本
来
川
塊
（
四
川
塩
）
の
販
売
区
域
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
産
額
が
少
い
た
め
も
あ
っ
て
池
壌
が
流
入
す
る
に
い
た
り
、

止
む
を
得
ず
六
州
を
池
塩
の
販
売
区
域
と
し
て
承
認
す
る
に
至
っ
た

経
緯
を
示
し
て
居
る
。
塩
商
の
行
動
半
径
は
販
売
区
域
が
規
定
さ
れ

て
も
、
そ
の
壁
を
の
り
こ
え
て
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
時
に
は
政

府
が
事
情
を
考
え
て
変
更
を
許
可
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
販
売
区
域
を
定
め
て
塩
商
の
行
動
半
径
を
極
力
制
限
し
、

塩
産
地
に
於
け
る
塩
利
収
入
を
均
等
に
保
と
う
と
す
る
努
力
は
怠
っ

て
は
い
な
い
。

　
唐
の
塩
商
の
在
り
方
の
あ
ら
ま
し
は
、
今
ま
で
述
べ
た
如
く
で
あ

る
が
、
そ
の
詳
細
な
幾
自
と
か
、
塩
場
亭
戸
と
の
関
係
な
ど
は
に
わ

か
に
つ
か
み
難
い
。
例
え
ば
富
戸
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
代
に
於

け
る
が
如
き
、
亭
戸
を
支
配
す
る
『
場
商
』
の
よ
う
な
も
の
竜
次
第
に

出
現
し
つ
つ
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
裏
附
け
と
な
る
記

録
を
晃
出
せ
な
い
の
で
、
問
題
と
し
て
の
こ
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。
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盗
商
が
塩
を
消
費
者
に
売
り
渡
す
時
に
、
た
だ
ち
に
代
価
を
取
ら

な
い
「
瞭
貸
」
に
よ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
。
「
除

貸
」
が
塩
商
の
畜
財
と
無
関
係
で
な
い
こ
と
に
も
言
及
し
た
が
、
こ

・
こ
で
塩
商
の
畜
財
の
過
程
を
竜
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

　
塩
商
が
塩
場
で
塩
を
受
け
取
る
際
、
湯
銭
を
支
払
う
の
が
原
劃
で

あ
っ
た
が
、
後
に
い
わ
ゆ
る
「
虚
佑
」
の
風
が
お
こ
っ
て
、
実
際
に

は
百
三
十
交
に
し
か
あ
た
ら
ぬ
も
の
が
千
銭
に
値
ぶ
み
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
8
7
％
ほ
ど
は
、
た
だ
同
様
の
塩
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
、

こ
れ
を
専
売
価
格
で
売
れ
ば
、
文
字
通
り
濡
れ
手
で
粟
で
あ
る
。
塩

商
は
塩
を
担
っ
て
郷
村
に
凹
く
が
、
当
時
の
郷
村
で
は
見
回
で
塩
を

購
入
し
得
る
者
は
少
く
、
多
く
は
絹
・
米
な
ど
に
よ
る
物
々
交
換
で

あ
る
。
米
価
の
貴
い
時
は
そ
れ
で
も
良
い
が
、
賎
い
時
は
、
壌
一
斗

を
購
入
す
る
に
要
す
る
米
は
相
当
数
に
の
ぼ
っ
た
か
ら
消
費
者
の
負

担
は
莫
大
な
屯
の
と
な
る
。
　
『
単
文
公
集
』
9
改
税
法
に
よ
る
と
、

元
和
末
年
の
絹
価
は
一
匹
八
百
文
、
米
価
は
一
斗
五
十
文
で
あ
っ
た
。

米
で
塩
一
斗
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
七
斗
余
り
の
米
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
郷
村
の
農
民
は
、
収
穫
に
先
立
っ
て
粟
麦
の
価
格
を
見
積

っ
て
借
金
を
し
、
収
穫
期
が
来
る
と
、
粟
麦
で
返
済
し
、
そ
の
上
に

官
に
税
を
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
借
金
を
返
済
し
、
税
を
収

め
て
児
る
と
一
粒
も
霞
己
の
手
許
に
残
ら
ぬ
も
の
が
多
く
（
『
韓
三
星

文
集
』
8
　
論
変
塩
法
事
避
状
）
そ
の
上
に
塩
を
た
と
い
物
々
交
換
で
あ

る
に
せ
よ
購
入
す
る
余
裕
は
な
く
、
　
「
劇
毒
」
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な

い
が
、
　
「
除
貸
」
に
よ
る
と
利
息
が
附
加
さ
れ
る
か
ら
収
穫
期
に
弁

済
出
来
ぬ
者
が
あ
り
、
こ
れ
等
は
身
売
り
す
る
か
、
逃
亡
す
る
か
の

途
を
た
ど
る
。
若
し
、
収
穫
時
に
何
か
の
事
情
で
米
価
が
騰
貴
し
た

と
し
て
も
、
契
約
時
の
時
価
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の

情
勢
に
は
変
化
は
な
い
。
韓
昌
黎
文
集
8
　
応
所
在
典
帖
良
人
男
女

拳
粒
天
こ
、

ム
、
斗
一

右
、
律
に
よ
る
に
良
人
男
女
を
典
帖
し
て
三
三
と
作
し
て
駆
使
す
る
を
得
ず

と
。
臣
さ
き
に
嚢
州
の
刺
史
に
任
ぜ
し
の
日
、
州
界
内
を
検
冷
し
て
、
七
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
い

三
十
一
人
を
得
た
り
。
並
に
良
人
男
女
な
り
。
律
に
準
じ
て
傭
を
計
り
直
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ

折
し
て
一
時
に
放
免
し
た
り
。
其
の
本
末
を
原
ぬ
る
に
、
或
は
水
皐
も
て
不

熟
な
る
に
よ
り
、
或
は
公
私
の
受
備
に
よ
り
、
遂
に
三
園
粘
し
、
漸
く
撃
っ

て
風
を
成
す
。
名
目
殊
に
す
と
難
も
、
奴
干
た
る
こ
と
別
な
ら
ず
。
…
…
褒

州
は
至
り
て
小
さ
き
に
尚
七
蕎
余
人
あ
り
、
天
下
の
諸
州
、
其
の
数
寄
よ
り

当
に
少
な
か
ら
ざ
る
べ
し
。
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と
あ
り
、
借
財
に
よ
っ
て
身
売
り
す
る
も
の
の
多
い
こ
と
を
記
し
て

居
る
。
塩
商
の
「
除
貸
」
が
こ
れ
に
一
役
買
っ
て
い
る
こ
と
は
云
う

ま
で
・
も
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
人
戸
は
、
韓
愈
の
よ
う
な
地
方
官

に
出
会
え
ば
、
放
免
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
逃
亡
人
戸

と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
韓
愈
は
、
人
戸
の
逃
亡
の
原
因
は
塩
価
が
貴
い
か
ら
お
こ
る
の
で

は
な
い
と
云
っ
て
居
る
が
、
李
翔
も
、

建
中
元
年
初
め
て
両
税
を
定
め
て
よ
り
、
今
に
至
る
迄
四
十
年
．
。
当
時
絹
一

匹
は
銭
四
千
と
な
し
、
米
一
斗
は
銭
二
百
と
す
。
二
戸
の
十
千
を
冠
す
看
は

絹
二
匹
半
に
し
て
足
れ
り
。
今
の
税
額
は
故
の
如
き
に
、
粟
二
二
々
に
幾
く
、

銭
益
々
重
を
加
え
絹
一
匹
の
価
は
八
百
に
過
ぎ
ず
、
米
一
斗
は
五
十
に
過
ぎ
’

ず
。
税
押
の
十
千
を
輸
す
者
二
十
有
二
匹
に
し
て
然
る
後
可
な
り
。
…
…
た

と
い
富
豪
佑
を
雑
え
て
以
っ
て
之
を
受
く
る
も
、
尚
お
絹
八
匹
に
し
て
乃
ち

僅
々
十
二
の
数
に
満
た
す
べ
き
の
み
。
　
（
『
李
文
公
集
』
9
　
改
税
法
）

と
い
っ
て
、
両
税
負
担
が
す
で
に
建
中
初
年
に
比
し
て
三
倍
に
な
っ

て
居
る
こ
と
を
指
摘
し
て
贋
る
。
之
に
加
え
て
、
茶
・
塩
等
の
闘
接

税
が
し
か
も
「
飽
く
な
き
の
商
人
」
に
よ
っ
て
「
堅
甲
」
な
ど
の
手

段
で
吸
い
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
塩
商
と
逃
亡
人
戸
の
増
舶
と

は
無
関
係
で
あ
る
と
云
い
難
い
。
因
み
に
元
和
年
間
の
逃
亡
戸
増
加

の
・
有
様
を
見
る
と
、

ω
　
百
姓
日
々
に
冠
し
て
散
じ
て
商
と
な
り
、
遊
を
以
っ
て
す
る
も
の
十
の

　
三
四
。
　
（
闇
．
李
文
公
集
」
3
　
進
士
策
問
）

②
　
六
年
、
雲
州
刺
史
酷
温
奏
す
ら
く
。
当
二
丁
額
の
戸
は
一
万
八
千
四
百

　
七
。
貧
窮
、
死
絶
、
老
幼
、
単
孤
、
不
支
済
等
を
除
く
の
外
馬
差
科
に
堪

　
う
る
の
戸
は
八
千
二
菖
五
十
七
あ
り
。
臣
到
る
の
後
戸
税
を
三
二
し
、
次

　
い
で
所
由
の
隠
蔵
し
て
税
を
輸
せ
ざ
る
の
戸
一
万
六
千
七
を
三
三
し
出
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
り
。
　
（
『
冊
雇
元
亀
』
4
8
遷
徒
）

㈹
　
元
和
十
五
年
。
李
渤
の
疏
に
、
導
出
使
愚
行
し
、
利
病
を
歴
腐
し
た
る

　
に
、
繕
か
に
知
る
な
ら
く
、
澗
南
扇
長
源
郷
は
本
四
三
戸
あ
る
に
、
今
は

　
縫
に
一
百
引
戸
。
関
州
県
は
本
三
千
戸
あ
る
に
今
は
纏
に
一
千
戸
あ
る
の

　
み
。
其
他
の
州
県
も
大
約
相
似
た
り
。
積
弊
を
訪
尋
す
る
に
、
始
は
逃
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
を
均
灘
す
る
に
よ
る
。
（
『
三
鷹
嘗
』
7
李
渤
伝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

な
ど
に
見
る
よ
う
に
、
三
分
の
一
ぐ
ら
い
の
人
戸
の
逃
亡
が
見
ら
れ

る
。
逃
亡
人
戸
の
す
べ
て
が
、
そ
の
土
地
を
は
な
れ
て
し
ま
う
と
は

考
え
ら
れ
な
く
、
多
く
は
㈹
の
例
の
ご
と
く
、
隠
蔵
の
戸
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
隠
蔵
戸
・
逃
亡
戸
の
増
加
は
租
税
収
入
の
減
少
を
意
味
す
る
。
従

っ
て
、
こ
れ
を
カ
ヴ
”
、
1
す
る
た
め
に
雑
税
懲
が
増
加
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
塩
に
続
い
て
茶
∵
酒
∵
屋
税
・
勾
配
∵
借
商
な
ど
の
税
が
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立
て
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
考
し
た

い
と
考
え
て
い
る
が
、
商
入
と
し
て
は
、
吸
い
取
ら
れ
る
分
を
見
込

ん
で
利
益
を
計
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当

時
の
郷
村
で
は
、
見
銭
に
せ
よ
、
博
易
に
せ
よ
、
た
だ
ち
に
代
価
を

支
払
い
得
る
竜
の
は
少
く
、
多
く
は
「
除
貸
賦
に
よ
っ
た
こ
と
は
先

述
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
従
っ
て
土
地
の
兼
併
は
こ
の
漁
か
ら
も
お

し
す
す
め
ら
れ
て
行
っ
た
。
土
地
の
兼
併
が
、
塩
商
を
は
じ
め
と
す

る
商
人
の
手
に
よ
っ
て
お
し
す
す
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
商
人
の
在

り
方
か
ら
し
て
、
分
散
的
な
土
地
が
一
人
の
手
許
に
集
っ
て
、
総
額

と
し
て
は
成
る
程
大
土
地
所
有
に
な
る
が
、
六
朝
時
代
か
ら
の
一
所

に
集
中
し
た
大
土
地
所
有
と
は
異
っ
た
も
の
と
な
る
筈
で
あ
る
。
二

代
以
後
の
大
土
地
所
有
形
態
は
、
こ
う
し
た
商
人
の
活
躍
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
と
解
釈
す
る
。

　
雑
税
樹
が
多
く
な
っ
て
も
、
国
家
収
入
は
却
っ
て
減
少
し
て
居
る

こ
と
は
、
先
に
引
い
た
『
資
治
通
鑑
』
の
胡
注
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

如
く
で
あ
り
、
又
表
1
に
示
し
た
ご
と
く
、
元
和
年
問
の
塩
引
収
入

も
そ
れ
ほ
ど
に
増
加
せ
ず
却
っ
て
減
少
の
方
向
に
向
い
つ
つ
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
は
、
隠
三
戸
、
逃
亡
戸
の
増
加
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
王
室
財
政
を
税
収
に
、
依
ら
ず
、
節
度
使
、
観
察
使
等

の
「
進
奉
」
に
た
よ
斡
、
　
「
進
奉
」
の
代
償
と
し
て
節
度
使
・
観
察

使
の
半
独
立
的
立
場
を
み
と
め
ざ
る
を
得
な
い
事
惜
…
に
も
よ
っ
て
い

た
。
す
で
に
、
長
慶
元
年
頃
に
は
、
河
北
の
壌
法
は
「
羅
慶
」
す
る

に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
居
り
、
河
北
塩
に
対
す
る
統
制
は
断
念
せ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
（
『
冊
府
元
亀
』
鵬
山
沢
〉
。
河
北
三
鎮
の
強

大
化
は
塩
池
お
さ
え
て
居
て
、
朝
廷
に
代
っ
て
多
額
の
塩
利
収
入
を

期
待
出
来
る
と
い
う
経
済
酌
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
と

思
う
。

　
次
表
2
は
塩
価
変
遷
表
で
あ
り
、
3
は
米
価
変
遷
表
で
あ
る
。

出　　典

旧唐解8
1［三1唐書1G

［i≡1唐書37

1日唐書37
【日唐，；“ILI

斜文公集9．
旧唐漕12
旧唐書12
陵宣公集18
隆宣公集18
李公文集9
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奪三号・西藩己オSE（iirl出うご布紅備

江准塩

河中両池壊

江准塩

河中両池塩

110

310

370

320

250

300

300

oo

盾
1
　
3

58

W2
7
　
7

蹴
　
蹴

乾元元

上中3
　　？

　　？

永貞元

長慶元

三3
年一号1灘藩己i努tぐII籍i出

758
759
763
769
770

785
786
792
809

§むσσ

lseo
1000
800

1000
200
1000
！000
150

　　20

　　50

元
3
元
4
5
初
元
2
8
4
末

元
　
徳
暦
　
中
元
　
　
消
和

乾
　
広
大
　
建
真
　
　
禿
元



タr彗　f℃　の　塊　｝ltff（横出）

　
米
価
の
変
動
は
、
頁
元
八
年
頃
か
ら
下
降
を
示
し
て
居
る
が
塩
価

は
依
然
三
百
文
を
堅
持
し
て
居
る
。
こ
の
こ
と
は
、
壌
商
に
と
っ
て

は
有
利
な
条
件
と
し
て
働
い
て
居
る
と
思
う
。
何
と
な
れ
ば
、
博

易
・
除
貸
に
よ
勢
塩
を
売
る
場
合
賎
い
価
で
買
い
た
た
く
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
前
に
見
た
よ
う
に
、
両
税
を
輸
す
に
手
一
杯
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
農
民
は
、
自
己
の
食
糧
を
保
有
出
来
ず
、
却
っ
て
高
い

米
穀
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
破
目
に
陥
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、

借
財
は
か
さ
む
ニ
カ
で
あ
り
、
田
産
・
人
戸
の
塩
商
の
下
へ
の
集
中

は
臼
に
日
に
そ
の
度
を
加
え
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
忽
加
え

て
、
画
聖
・
節
鎮
な
ど
へ
の
「
影
占
」
戸
．
の
増
加
が
あ
り
、
国
家
鍬

政
は
全
く
節
鎮
の
進
奉
な
ど
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
ぬ
状
況
と
な
り
、

節
鎮
の
半
独
立
態
勢
と
、
困
窮
岨
面
の
度
重
な
る
叛
乱
な
ど
が
か
ら

ま
っ
て
唐
朝
は
衰
亡
の
道
を
歩
一
歩
と
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

　
商
人
の
活
躍
を
国
家
財
政
に
有
利
な
よ
う
に
組
織
し
、
節
鎮
を
全

く
否
定
し
去
っ
た
譜
代
以
後
の
統
治
方
式
は
．
唐
末
に
於
い
て
派
生

し
た
富
商
∵
茶
商
の
性
格
が
充
分
勘
案
さ
れ
て
来
た
も
の
と
云
え
よ
隔

・
う
。

七

　
以
上
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
こ
と
を
要
約
し
て
む
す
び
と
す
れ
ば
、

大
約
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

　
唐
の
塩
の
専
売
は
安
史
の
乱
後
の
混
迷
し
た
社
会
に
対
処
す
る
に

必
要
経
費
捻
出
の
一
便
法
と
し
て
成
立
し
た
。
六
朝
時
代
の
嵐
産
地

管
理
が
、
橋
戸
大
患
の
塩
生
産
独
占
の
結
果
生
ず
る
不
均
衡
を
朝
廷

の
手
に
よ
っ
て
是
正
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
朝
廷
の
恩
恵
的
態
度

に
出
た
も
の
と
は
自
ら
立
場
を
異
に
す
る
。

　
こ
こ
に
登
場
す
る
塩
商
は
、
大
地
主
或
は
富
商
層
で
あ
り
、
丁
重
の

負
担
を
免
除
さ
れ
、
麗
麗
に
よ
っ
て
生
ず
る
多
大
の
利
益
を
収
め
得

る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
居
た
。
質
商
の
相
対
す
る
郷
村
の
消
費
者
は
、

多
く
見
銭
に
よ
っ
て
塩
を
購
入
し
得
な
い
農
昆
で
あ
り
、
絹
価
．
米

価
と
塩
価
の
不
均
衡
か
ら
生
ず
る
不
利
な
立
場
で
の
博
易
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
或
は
、
夏
秋
の
収
穫
を
担
保
に
し
て
の
「
除
貸
」
に
よ
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
塩
商
は
政
府
よ
り
の
収
売
価
、
更

に
は
、
節
鎮
の
下
に
成
立
し
た
関
税
に
よ
っ
て
吸
い
と
ら
れ
る
分
を

も
見
込
ん
で
塩
価
を
つ
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
唐
の
塩
商

は
塩
場
で
塩
を
収
回
し
た
以
上
は
初
め
は
ど
こ
で
ど
う
売
ろ
う
と
勝
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手
で
あ
っ
た
し
、
後
に
も
行
塩
地
分
内
で
あ
れ
ば
思
う
ま
ま
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
元
和
・
長
慶
頃
の
米
価
か
ら
考
え
る
と
郷
村
農
罠

の
塩
購
入
に
費
さ
れ
た
負
担
は
更
に
加
重
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
　
「
除

貸
馬
の
結
果
は
壌
商
の
下
に
、
担
保
物
件
た
る
田
産
・
人
戸
が
集
中
す

る
こ
と
と
な
り
、
宋
代
以
後
に
於
け
る
大
土
地
所
有
形
態
が
そ
の
下

地
を
つ
く
っ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
塩
商
は
更
に

節
鎮
の
荘
田
・
綴
確
の
管
理
人
、
或
は
職
掌
人
と
な
っ
て
自
己
の
財

産
を
そ
の
名
下
に
影
占
し
て
朝
廷
の
把
握
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
。
こ

う
し
て
、
朝
廷
の
税
収
は
頓
減
し
、
多
く
の
税
目
が
た
て
ら
れ
た
に

も
拘
ら
ず
そ
の
収
入
額
は
一
向
に
ふ
え
ず
、
給
を
節
鎮
の
進
奉
に
あ

お
い
で
そ
の
半
独
立
化
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
一
歩
一
歩

お
い
つ
め
ら
れ
て
行
っ
た
。

　
商
人
に
対
す
る
、
節
鎮
の
関
税
、
三
三
と
茶
商
等
に
つ
い
て
は
い

ず
れ
稿
を
更
め
て
論
考
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

池児河野秋村由薗泉永横
田玉芦間宗山比田谷井山
　　　　　浜敬　重三康修伊香康康裕執
正識造郎子一吾融夫視男 笠
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生
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生

京
都
大
学
大
学
院
学
生

闘
薦
大
学
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教
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岡
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大
学
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教
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教
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学
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Salt　Merchants　in　the　T‘a’ng唐dynasty

by

Hiroo　Yokoyama

　　Salt　was　monopollzed　in　the　middle　of　the　T‘a，　ng　Jiitt　era．　At　the

very　biginning　the　salt　monopoly　was　considered　as　ac　terriporaL　ry

nleasure　to　meet　the、disorder　after　£he　An－Shih　安史　Rebellion，　but

it　rem．a．　ined　through　the　whole　eri，’ 翌奄狽?ｏｕｔ　abolition　becic　use　of　its

graduac　lly　growing　proportion　in　£he　sta．　te　finance，　and　then　it　wftc　s

succeecled　a，　nd　completely　equipped　by　the　dyna．　sties　aftei’　Sung　pt，’i

　　This　article　is　to　trace　the　chftc　racter　of　salt　merchants　in　the　period

of　forming　salt　monQpQly　whQ　acted　between　Yen－clz‘礁9盗場and

fufin－hu　Yk’i！if；the　character　of　salt　merchants　was　that　their　birth

was　from　great　landlords　or　wea．　lthy　rnerchants　who　could　pay　Yen－

li塩利　to】をπ一ch‘an9・塩場at　a　time　and　at　once　they　had　that

of　pac　tent　merchants，　by　the　chara．　cter　of　which　their　iand　absorption

doxVnward　was　considered　to　be　executed．　．　Besides，　while　they　were

pa，　tent　merchft．　nts　in　the　court，　it　is　remarkable　they　tttrned　to　have

aclose　con£act　with　local　Tsieh－tu－shih節度使，　culminati蝕g　in　thelr

grftc　dual　anti　一T‘ang　f£一i’i：　character．

Thukydides’　lntention　in　Writing　History

by

Yasttmi　Nagai

　Thukydides　said　he　Nvrote　his　‘　1｛istoriai　’　in　behalf　of　‘　eternal　pos－

session’　not　for　a　tempon．1　apph．　use．　1｛is　intention　has　been　uncler－

stood　from　various　ac　spects　to　this　day；　in　his　scientific　ftc　ttitude　to

write　history，　or　in　the　relft，　tion　of　everlac　sting　and　constant　p｝ausis．

These・　interpretations，　however，　ever　included　the　ttnderstanding　so－

mewhat　by　analogy　in　the　methods　of　modern　historical　study，　which

makes　cleftc　r　understanding　of　his　intention　very　difllcult．

　　Crhis　article　tries　to　tmderstand　the　meanin．cr　of　‘eternal　possession’

through　ac　nalysis　of　his　true　ihtention，　by　revising　his　‘Historiai’．

Ylis　true　intention　lies　in　enlightenaent　of　a　concrete　ac　nd　present　cor－

respondence　of　everlac　sting　ac　nd　consin．　nt　humanness　to　tbe　succeeclillg
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