
金
代
�
�
の
�
制

宮

澤

知

之

緖
言

第
一
違

銅
錢
の
狀
況

第
二
違

�
鈔
の
問
題

第
一
�

�
鈔
と
は
何
か

第
二
�

�
鈔
の
性
格
の
變
	

小
結

緖

言

金
代
貨
�


の
際
立
っ
た
特
色
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
は
︑
�
效
�
限
を
設
定
し
な
い
︑
す
な
わ
ち
貨
�
機
能
を
强
	
し
た
紙
�

で
あ
る
�
鈔
が
出
現
し
た
こ
と
︑
中
國


上
は
じ
め
て
イ
ン
ゴ
ッ
ト
で
な
い
︑
す
な
わ
ち
J
量
貨
�
で
な
い
銀
貨
を
發
行
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
事
柄
は
金
代
�
制


を

築
す
る
と
き
商
品
經
濟
の
展
開
と
一
體
の
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
さ
ら
に
錢
・
鈔
・
銀

と
い
う
三
種
の
貨
�
の
時
閒
�
推
移
や
相
互
關
係
も
商
品
經
濟
の
展
開
に
對
應
し
て
說
�
さ
れ
︑
金
末
に
お
け
る
�
制
の
�
壞
に
つ
い
て
は
︑

經
濟
法
則
を
無
視
し
た
金
�
の
貨
�
政
策
が
も
た
ら
し
た
事
態
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る(1

)
︒

し
か
し
な
が
ら
金
代
の
貨
�
狀
況
を
商
品
經
濟
の
展
開
か
ら
說
�
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
私
は
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
中
國
貨
�


硏
究
に
照

ら
し
て
か
な
り
懷
疑
�
で
あ
る
︒
市
場
經
濟
が
財
政
を
規
制
す
る
よ
う
に
な
る
以
�
︑
貨
�
の
�
�
な
機
能
は
國
家
に
よ
る
再
分
�
を
實
現
す
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る
た
め
の
手
段
で
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
私
は
商
品
經
濟
の
展
開
と
い
う
�
提
を
い
っ
た
ん
は
ず
し
て


料
の
讀
み
直
し
を
し

て
み
た
い
︒
ま
た
�
鈔
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
い
か
な
る
�
味
で
貨
�
な
の
か
を
問
わ
ず
に
貨
�
だ
と
�
提
さ
れ
て
き
た
︒
ど
の
よ
う
な
機
能
を

果
た
し
た
か
を
問
い
︑
そ
の
上
で
貨
�
か
ど
う
か
考
え
た
い
︒

金
代
貨
�


の
時
�
區
分
は
い
く
つ
か
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
︑
私
に
は
︑
金
�
の
�
貨
政
策
が
轉
奄
す
る
一
一
九
〇
年
代
を
は
さ
ん
で
�
後

二
�
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
本
稿
は
�
�
�
を
取
り
上
げ
る
︒

第
一
違

銅
錢
の
狀
況

金
代
の
銅
錢
問
題
で
硏
究
の
多
い
テ
ー
マ
は
︑
銅
錢
が
金
宋
閒
を
ど
の
方
向
に
液
れ
た
か
と
い
う
問
で
あ
る
︒
日
本
で
は
南
宋
か
ら
金
に
液

れ
た
と
い
う
加
�
繁(2

)
の
北
液
說
と
︑
金
か
ら
物
產
豐
か
な
南
宋
へ
液
出
し
た
と
い
う
曾
我
部
靜
雄(3

)
の
南
液
說
が
對
立
す
る
が
︑
實
は
兩
者
と
も

に
金
の
輸
入
超
"
︑
宋
の
輸
出
超
"
が
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
加
�
は
加
え
て
銅
錢
の
宋
か
ら
金
へ
の
密
輸
出
を
想
定
す
る
の
で
北
液
說
と
な
る
︒

中
國
で
は
南
京
�
都
の
一
二
一
四
年
を
境
に
北
液
か
ら
南
液
へ
變
	
し
た
と
い
う
喬
幼
梅(4

)
の
說
が
大
き
な
影
%
力
を
も
っ
て
い
る
︒
こ
の
テ
ー

マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
理
由
は
金
宋
閒
の
銅
錢
の
移
動
が
兩
國
の
貿
易
關
係
と
聯
動
す
る
と
見
做
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

中
國
の
學
界
で
は
金
領
華
北
の
&
激
な
經
濟
成
長
に
よ
る
輸
出
超
"
と
い
う
見
方
が
�
�
だ
が

(劉
森(

5
)

︑
李
埏
・
林
�
勳(6
)

︑
漆
俠
・
喬
幼
梅(7
)

ほ

か
)
︑
華
北
の
經
濟
�
遲
れ
に
よ
る
低
物
價
が
宋
商
を
誘
致
し
た
と
の
反
對
�
見

(
張
婧(8
)

)
も
あ
り
︑
そ
も
そ
も
兩
國
閒
の
銅
錢
爭
奪
は
一
部
宋

人
の
臆
說
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
說

(汪
(
鐸(9
)

)
も
あ
る
︒



料
の
殘
存
狀
況
か
ら
言
え
ば
宋
側
に
銅
錢
の
北
液
を
危
惧
す
る
も
の
が
多
い
が
︑
も
と
も
と
政
書
類
・
�
集
類
は
宋
に
多
い
こ
と
を
考
慮

す
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
金
も
宋
も
銅
錢
の
液
出
を
防
ぐ
た
め
︑
金
は
河
南
路
で
銅
錢
を
液
�
さ
せ
な
い
方
針
を
と
り(

10
)

︑
宋
は
淮
南
路
を
鐵
錢
地

區
と
し
た(11

)
︒
そ
れ
故
︑
金
宋
の
商
人
が
集
ま
り
銅
錢
に
よ
っ
て
�
易
す
る
榷
場
で
は
︑
北
液
・
南
液
と
い
っ
た
一
方
�
な
銅
錢
の
移
動
を
想
定

す
る
の
は
無
理
が
あ
る
︒
つ
ま
り
北
液
說
・
南
液
說
を
問
わ
ず
︑
兩
國
閒
の
銅
錢
の
一
方
�
な
液
出
は
相
殺
さ
れ
る
た
め
︑
正
規
の
ル
ー
ト
に
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は
限
界
が
あ
り
︑
お
の
ず
と
密
貿
易
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
結
局


料
を
缺
く
議
論
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒

,
に
︑
金
代
の
銅
錢
問
題
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
は
深
刻
な
錢
不
足
の
狀
況
で
あ
る
︒
貞
元
二
年

(一
一
五
四
)
�
鈔
を
發
行
し
た
ほ

か(
12
)

︑
正
隆
二
年

(一
一
五
七
)
に
円
國
四
〇
年
に
し
て
始
め
て
銅
錢
の
鑄
.
に
着
手
し
︑
銅
禁
を
實
施
し
て
銅
の
外
界

(外
界
と
は
銅
鑛
/
の
あ

る
地
域
以
外
を
い
う
)
へ
の
持
ち
出
し
を
禁
じ
︑
民
閒
の
銅
器
を
1
發
し
て
中
都

(現
北
京
)
と
京
兆

(
現
西
安
)
に
2
ん
だ
︒
中
都
に
寶
源
・

寶
豐
の
二
監
を
︑
京
兆
に
利
用
監
を
設
置
し
︑
3
三
年
︑
正
隆
�
寶
の
鑄
.
を
開
始
し
た(13

)
︒
円
國
後
四
〇
年
に
し
て
始
め
て
錢
貨
を
鑄
.
し
た

の
は
︑
そ
れ
ま
で
必
�
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
正
隆
�
寶
は
宋
錢
に
な
ら
い
な
が
ら
︑
む
し
ろ
精
巧
な
製
作
の
銅
錢
で
あ
り
︑
舊

錢

(遼
錢
・
北
宋
錢
)
と
�
用
さ
せ
た
︒
�
用
と
は
差
を
設
け
ず
に
︑
言
い
奄
え
る
と
等
價
で
行
5
す
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
6
目
す
べ
き
は
北
宋

の
舊
錢
に
は
折
二
錢
か
ら
當
十
錢
ま
で
の
大
錢
が
あ
り
︑
同
時
代
の
南
宋
に
も
折
二
錢
・
折
三
錢
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
正
隆
�
寶
は

小
7
錢

(一
�
錢
)
だ
け
の
鑄
.
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る(14

)
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
鑄
.
費
用
を
�
8
す
る
に
は
折
二
錢
以
上
の
大
錢
を
鑄
.
す

る
方
が
�
利
で
あ
る(15

)
︒
正
隆
�
寶
は
錢
不
足
の
解
9
を
圖
っ
た
政
策
で
あ
ろ
う
が
︑
粗
製
濫
.
で
な
く
手
閒
を
か
け
た
精
巧
な
鑄
.
で
あ
っ
た

の
は
︑
お
そ
ら
く
私
鑄
を
防
止
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

さ
て
貞
元
・
正
隆
年
閒
は
︑
海
陵
王
に
よ
る
�
都
︑
南
征
準
備
︑
開
戰
︑
世
宗
卽
位
と
海
陵
王
<
殺(16

)
と
續
い
た
時
�
で
あ
る
︒
世
宗
の
大
定

年
閒
︑
金
宋
戰
爭
は
,
第
に
=
熄
に
向
か
い
︑
大
定
四
年

(宋
の
隆
興
二
年
︑
一
一
六
四
)
十
二
>
の
和
8
を
へ
て
︑
五
年

(宋
の
乾
?
元
年
︑
一

一
六
五
)
正
>
︑
兩
國
皇
@
の
呼
稱
︑
歲
�
額
の
決
定
を
中
外
に
布
吿
し(17

)
︑
そ
の
後
︑
兩
國
の
榷
場
を
,
第
に
再
開
し
た(

18
)

︒
こ
の
よ
う
に
貞

元
・
正
隆
年
閒
︑
海
陵
王
の
南
征
に
と
も
な
っ
て
財
政
荏
出
は
當
然
な
が
ら
莫
大
で
あ
っ
た
︒
軍
須
錢
の
由
來
を
営
べ
た
記
事
に
︑
大
定
三
年

の
時
點
で
︑
南
征
の
た
め
兵
士
に
每
年
一
〇
〇
〇
萬
貫
が
か
か
り
︑
官
府
に
二
〇
〇
萬
貫
し
か
殘
っ
て
い
な
い
と
い
う(

19
)

︒
こ
の
二
〇
〇
萬
貫
は

後
営
す
る
よ
う
に
︑
地
方
官
府
で
は
北
宋
か
ら
の
蓄
錢
が
膨
大
に
保
�
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
D
斷
し
て
中
央
財
政
の
保
�
額
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
金
代
貨
�


の
�
提
と
な
る
の
は
︑
北
宋
華
北
の
銅
錢
を
そ
の
ま
ま
繼
承
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
天
會
十
五
年

(一
一
三
七
)
十
一

>
︑
劉
豫
の
齊
を
廢
止
し
た
︒
こ
の
と
き
金
�
が
獲
得
し
た
銅
錢
は
社
會
で
液
�
し
て
い
る
分
を
除
い
て
︑
開
封
の
8
一
億
貫
お
よ
び
地
方
官
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府
の
蓄
積
分
で
あ
る(20

)
︒
一
〇
七
〇
年
代
に
始
ま
る
煕
豐
變
法

(王
安
石
・
神
宗
が
�
G
し
た
變
法
)
は
と
く
に
沿
邊
五
路
に
見
錢
を
蓄
え
た
︒
齊

の
領
域
は
山
東
︑
河
南
︑
河
北
南
部
︑
安
�
︑
江
蘇
北
部
︑
甘
肅
︑
陝
西
と
い
う
よ
う
に
華
北
一
帶
に
I
ん
で
お
り(

21
)

︑
變
法
が
蓄
積
し
た
見
錢

を
そ
の
ま
ま
繼
承
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
金
�
が
華
北
を
本
格
�
に
荏
�
領
域
に
加
え
た
と
き
︑
齊
の
見
錢
を
繼
承
し
た
か
ら
︑
そ
の
貨
�
政
策

は
南
宋
を
上
囘
る
見
錢
の
保
�
と
い
う
條
件
か
ら
出
發
し
た(22

)
︒
J
に
南
宋
で
は
銅
錢
が
決
定
�
に
不
足
し
た
こ
と
で
︑
�
貨
政
策
は
會
子
を
中

核
に
實
施
さ
れ
た
︒
そ
れ
だ
け
北
宋
錢
は
華
北
に
K
在
し
て
い
た
︒
�
す
る
に
︑
北
宋
銅
錢
の
總
鑄
.
額
︑
推
定
二
億
五
〇
〇
〇
萬
～
三
億
貫(23

)

の
"
�
が
金
領
に
あ
り
︑
し
か
も
接
收
分
は
國
庫
に
蓄
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
齊
國
廢
止

(一
一
三
七
)
か
ら
一
一
六
三
年
ま

で
の
二
六
年
閒
に
一
億
貫
の
蓄
積
が
二
〇
〇
萬
貫
に
ま
で
︑
一
年
7
均
8
三
七
二
萬
貫
が
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
︒
南
征
に
每
年
8
三
七
〇
萬

貫
餘
の
見
錢
が
收
入
を
越
え
て
荏
出
さ
れ
た
こ
と
︑
銅
錢
の
國
庫
荏
出
に
危
機
感
が
生
じ
正
隆
二
年
銅
錢
鑄
.
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
で

き
る
︒

と
こ
ろ
が
こ
の
後
︑
府
庫
閏
實
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑

(大
定
)
十
年
︑
上
諭
戶
部
臣
曰
︑
官
錢
積
而
不
散
︑
則
民
閒
錢
重
︑
貿
易
必
艱
︒
宜
令
市
金
銀
I
諸
物
︒
其
諸
路
酤
榷
之
貨
︑
亦
令
以

物
7
折
輸
之
︒
(﹃
金


﹄
錢
�
)

(大
定
)
十
年
︑
上
︑
戶
部
の
臣
に
諭
し
て
曰
く
︑
官
錢
積
み
て
散
せ
ざ
れ
ば
︑
則
ち
民
閒
錢
重
く
︑
貿
易
必
ず
艱
し
む
︒
宜
し
く
金
銀
I
び
諸
物
を
市
わ

し
む
べ
し
︒
其
れ
諸
路
酤
榷
の
貨
も
︑
亦
た
物
を
以
て
7
折
し
て
之
を
輸
せ
し
め
よ
︑
と
︒

世
宗
は
官
錢
を
荏
出
し
て
金
銀
諸
物
を
買
い
︑
專
賣
に
お
い
て
も
物
に
奄
算
し
て
P
入
さ
せ
た
が
︑
そ
れ
は
府
庫
閏
實
と
民
閒
で
の
見
錢
不
足

と
い
う
Q
識
に
基
づ
く
︒
こ
の
記
事
だ
け
で
な
く
︑
繰
り
R
し
﹁
徒
に
錢
を
し
て
府
庫
を
閏
た
さ
し
む
︑
將
た
安
ん
ぞ
之
を
用
い
ん
や

(大
定

十
年
十
>
)
﹂﹁
今
︑
國
家
の
財
用
豐
盈
す
︒
若
し
四
方
に
液
布
せ
ば
︑
官
に
在
る
と
何
ぞ
衣
な
ら
ん

(大
定
十
二
年
正
>
)
﹂
と
言
い
︑
官
庫
に

見
錢
の
蓄
積
の
あ
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る

(い
ず
れ
も
﹃
金


﹄
錢
�
)
︒
こ
の
狀
況
は
國
都
だ
け
で
な
く
地
方
で
も
同
じ
で
あ
る
︒
山
東

で
は
,
の
よ
う
に
あ
る
︒
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�
5
者
自
山
東
S
︒
@
問
民
閒
何
T
苦
︒
5
者
曰
︑
錢
難
�
苦
︒
官
庫
錢
滿
�
露
積
者
︑
而
民
閒
無
錢
︑
以
此
苦
之
︒
(﹃
金


﹄
卷
一
九
︑

世
紀
補
︑
顯
宗
︑
大
定
十
年
八
>
)

5
者
�
り
山
東
自
り
S
る
︒
@
問
う
︑
民
閒
何
れ
の
T
か
苦
し
む
︑
と
︒
5
者
曰
く
︑
錢
難
�
も
苦
し
︒
官
庫
︑
錢
滿
ち
て
露
積
す
る
者
�
り
︑
而
れ
ど

も
民
閒
錢
無
し
︑
此
を
以
て
之
に
苦
し
む
︑
と
︒

民
閒
で
の
錢
不
足
は
私
鑄
の
事
態
を
招
い
た
︒
西
京

(大
同
府
)
に
つ
い
て
︑

改
同
知
西
京
留
守
事
︑
上
書
論
V
宜
事
︒
⁝
⁝
論
民
閒
私
錢
苦
惡
︒
宜
以
官
錢
五
百
易
私
錢
千
︑
�
以
一
>
易
之
︑
"
�
以
銷
錢
法
坐
之
︒

⁝
⁝
書
奏
︑
多
見
采
P
︒
(﹃
金


﹄
卷
九
二
︑
曹
W
之
傳
)

同
知
西
京
留
守
事
に
改
め
ら
れ
︑
上
書
し
て
V
宜
の
事
を
論
ず
︒
⁝
⁝
民
閒
私
錢
の
苦
惡
な
る
を
論
ず
︒
宜
し
く
官
錢
五
百
を
以
て
私
錢
千
と
易
え
︑
�

す
る
に
一
>
を
以
て
之
を
易
え
︑
�
を
"
ぐ
れ
ば
銷
錢
法
を
以
て
之
を
坐
せ
ん
︒
⁝
⁝
書
奏
し
︑
多
く
采
P
せ
ら
る
︒

同
知
西
京
留
守
事
の
曹
W
之
の
上
奏
は
太
宗
實
錄
が
完
成
し
た
大
定
七
年

(一
一
六
七
)
か
ら
怨
宮
を
円
設
し
た
大
定
十
五
年

(
一
一
七
五
)
の

閒
の
こ
と
で
あ
る

(曹
W
之
傳
)
︒
こ
の
こ
ろ
民
閒
で
は
�
貨
不
足
に
對
處
し
て
私
鑄
錢
が
出
囘
っ
て
い
た
ら
し
い
︒

つ
ぎ
に
陝
西
の
狀
況
で
あ
る(24

)
︒
北
宋
の
と
き
陝
西
は
錢
貨
蓄
積
の
多
か
っ
た
地
域
で
あ
る(25

)
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
天
德
二
年

(一
一
五
〇
)
の

時
點
で
︑
市
井
の
�
易
が
絹
・
乾
薑
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る(26

)
︒
民
閒
で
�
貨
不
足
を
實
物
貨
�
で
補
っ
た
事
例
で
あ
る
︒
ま
た
陝
西
は
北

宋
の
と
き
銅
錢
・
鐵
錢
Z
用
地
域
だ
っ
た
︒
金
�
は
劉
豫
を
廢
し
た
と
き

(一
一
三
七
)
鐵
錢
廢
止
の
方
針
を
と
り
︑
鐵
錢
二
貫
五
〇
〇
�
を

銅
錢
五
五
〇
�
で
買
い
上
げ
た(27

)
︒
の
ち
金
�
は
一
時
︑
宋
の
舊
鐵
錢
の
行
5
も
Q
め
た
が
︑
價
格
の
基
準
に
な
ら
な
い
︑
す
な
わ
ち
銅
錢
と
等

價
に
な
ら
な
い
た
め
︑
結
局
は
禁
止
し
た(28

)
︒
こ
の
こ
と
も
陝
西
に
お
け
る
錢
不
足
を
助
長
し
た
だ
ろ
う
︒
銅
錢
・
鐵
錢
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い

て
山
西
は
陝
西
と
似
た
狀
況
に
あ
り
︑
Ö
に
引
用
す
る
�
り
陝
西
・
河
東

(秦
・
晉
)
と
Z
記
す
る
︒

金
代
の
短
陌
も
以
�
か
ら
6
目
さ
れ
て
き
た
︒
現
在
知
ら
れ
て
い
る
短
陌
の
事
例
は
︑
淮
水
を
私
渡
し
て
行
な
わ
れ
た
私
相
貿
易
に
か
か
わ

る
も
の
が
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
事
例
で
共
�
す
る
の
は
︑
宋
側
と
金
側
と
で
短
陌
の
値
に
大
き
な
[
た
り
が
あ
り
︑
金
側
の
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短
陌
は
﹁
南
客
︑
一
緡
を
以
て
淮
を
"
ぐ
れ
ば
︑
則
ち
數
緡
の
用
を
爲
す(29

)
﹂﹁
一
二
十
の
數
を
以
て
百
に
當
つ(

30
)

﹂
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
︑
宋
よ
り

格
段
に
小
さ
い
こ
と
で
あ
る
︒
假
に
宋
の
�
常
の
短
陌
七
七
陌
に
對
し
金
が
二
〇
陌
だ
と
し
た
ら
︑
宋
商
は
淮
水
を
超
え
る
と
手
持
ち
の
見
錢

が
四
倍
\
く
增
え
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
︑
宋
側
で
は
宋
商
を
招
誘
す
る
方
策
だ
と
い
う
觀
測
も
な
さ
れ
て
い
る(31

)
︒
淮
水
以
北
の
金
領
は
�
貨

が
不
足
し
て
い
た
の
で
︑
よ
り
少
な
い
錢
貨
量
で
大
き
な
價
格
を
表
示
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
︑
6
�
し
た
い
の
は
︑
一

般
に
�
貨
量
が
少
な
け
れ
ば
價
格
は
下
が
る
は
ず
で
あ
る
の
に
︑
短
陌
と
い
う
慣
行
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
價
格
の
下
落
は
抑
制
さ
れ

(こ
の

例
で
言
う
と
︑
二
〇
枚
の
銅
錢
の
表
示
す
る
價
格
は
一
〇
〇
�
に
な
る
)
︑
極
端
に
は
下
が
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
市
場
原
理
に
よ
る
價
格
と
�
貨
量

の
相
關
關
係
よ
り
も
︑
相
對
�
に
高
い
名
目
�
な
物
價
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒

地
方
の
都
市
市
場
の
例
で
は
樓
鑰
が
宿
州(32

)
と
相
州(33

)
の
粟
穀
・
粟
米
・
絹
帛
の
短
陌
を
書
き
殘
し
︑
六
〇
陌
だ
と
い
う
︒
國
境
附
\
よ
り
大
き

な
値
で
あ
る
こ
と
に
6
�
し
た
い
︒
宋
の
短
陌
が
行
市
に
よ
っ
て
︑
奄
言
す
る
と
同
じ
都
市
內
で
も
業
種
も
し
く
は
商
品
に
よ
っ
て
衣
な
る
の

に
對
し
︑
金
�
の
短
陌
は
商
品
に
關
係
な
く
同
じ
と
い
う
印
象
で
あ
る

(事
例
が
少
な
い
の
で
確
言
で
き
な
い
が
)
︒
金
�
の
重
�
都
市
の
例
を
見

る
と
︑
上
京
會
寧
府
で
は
民
閒
市
場
で
八
〇
陌
︑
官
用
が
足
陌
だ
っ
た
が
︑
大
定
二
十
年

(一
一
八
〇
)
官
私
と
も
に
八
〇
陌
と
定
め
た(34

)
︒
な

お
錢
鈔
�
奄
の
比
a
を
表
わ
す
�
鈔
の
陌
は
大
定
十
年
時
に
七
〇
陌
と
あ
り

(後
営
)
︑
現
存
の
鈔
版
が
八
〇
陌
と
な
っ
て
い
る
の
は(35

)
︑
官
私

と
も
に
八
〇
陌
と
定
め
た
あ
と
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
錢
鈔
�
奄
の
場
合
の
短
陌
は
︑
銅
錢
の
計
數
に
關
わ
る

短
陌
と
は
衣
な
る(36

)
︒

以
上
の
銅
錢
の
短
陌
の
事
例
を
見
る
と
︑
金
�
の
重
�
な
都
市

(上
京
會
寧
府
)
︑
地
方
都
市

(宿
州
・
相
州
)
︑
國
境
附
\
の
順
に
短
陌
の
値

が
小
さ
く
な
っ
て
お
り
︑
見
錢
不
足
の
狀
況
が
反
映
す
る
反
面
︑
�
貨
量
の
地
域
差
ほ
ど
物
價
の
地
域
差
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に
作
用
し

て
い
る
︒
宋
に
お
け
る
民
閒
の
短
陌
の
決
ま
り
方
は
業
種
ご
と
で
あ
っ
た
か
ら
︑
金
と
宋
で
は
短
陌
の
性
格
が
衣
な
っ
て
い
る
︒

金
�
は
民
閒
�
貨
の
不
足
を
b
和
す
べ
く
︑
屯
兵
し
な
い
州
府
に
お
い
て
見
錢
を
民
閒
に
放
出
し
て
金
帛
を
買
っ
た
こ
と
が
あ
り(37

)
︑
北
宋
の

大
觀
錢
を
當
五
錢
に
指
定
し
て
液
�
額
を
擴
大
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
る(38

)
︒
そ
し
て
正
隆
年
閒
の
正
隆
�
寶
以
後
c
絕
え
て
い
た
鑄
錢
事
業
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を
再
開
し
︑
怨
錢
の
鑄
.
に
も
踏
み
切
っ
た
︒
大
定
十
八
年

(一
一
七
八
)
︑
代
州
に
鑄
錢
監

(
二
十
年
に
阜
�
監
と
命
名
)
を
円
設
し
︑
大
定
�

寶
を
鑄
.
し
た(39

)
︒
鑄
.
實
績
は
十
九
年
が
一
萬
六
〇
〇
〇
餘
貫
で
あ
り(40

)
︑
そ
れ
以
後
も
振
る
わ
な
か
っ
た
の
で(41

)
︑
二
十
七
年
︑
曲
陽
縣
に
利
�

監
を
設
置
し
た(42

)
︒
た
だ
し
代
州
阜
�
監
の
鑄
.
は
品
質
が
惡
く
︑
盜
鑄
を
引
き
e
こ
す
事
態
を
招
い
た
と
い
う(43

)
︒
兩
監
を
あ
わ
せ
た
鑄
.
額
は

一
四
萬
餘
貫
に
す
ぎ
ず
︑
結
局
︑
鑄
.
費
用
が
か
か
り
す
ぎ
る
た
め
二
十
九
年
に
兩
監
と
も
に
廢
止
し
た(44

)
︒
鑄
錢
事
業
は
成
功
し
な
か
っ
た
と

言
え
る
︒

で
は
民
閒
に
錢
不
足
の
狀
況
が
あ
る
の
に
な
ぜ
官
庫
に
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︒
そ
の
經
"
に
つ
い
て
︑
,
の
よ
う
な
記
事
が
あ

る
︒

卽
日
拜
7
違
政
事
︑
封
代
國
公
︑
f
太
子
太
傅
︒
是
時
民
閒
苦
錢
�
不
�
︒
上
問
宗
尹
︒
對
曰
︑
錢
者
�
限
之
物
︑
積
於
上
者
滯
於
下
︒

T
以
不
�
︒
海
陵
軍
興
︑
爲
一
切
之
賦
︑
�
g
園
・
h
稅
・
養
馬
錢
︒
大
定
初
︑
軍
事
未
息
︑
j
度
不
繼
︑
故
因
仍
不
改
︒
今
天
下
無
事
︑

府
庫
閏
積
︑
悉
宜
罷
去
︒
上
曰
︑
卿
留
�
百
姓
︒
l
復
何
慮
︒
太
尉
守
?
老
矣
︒
m
卿
而
誰
︒
於
是
︑
養
馬
等
錢
始
罷
︒
(﹃
金


﹄
卷
七

三
︑
宗
尹
傳
)

卽
日
︑
7
違
政
事
を
拜
し
︑
代
國
公
に
封
ぜ
ら
れ
︑
太
子
太
傅
を
f
ぬ
︒
是
の
時
︑
民
閒
錢
�
�
ぜ
ざ
る
に
苦
し
む
︒
上
︑
宗
尹
に
問
う
︒
對
え
て
曰
く
︑

錢
な
る
者
は
�
限
の
物
に
し
て
︑
上
に
積
む
者
下
に
滯
る
︒
�
ぜ
ざ
る
T
以
な
り
︒
海
陵
軍
興
の
と
き
︑
一
切
の
賦
を
爲
し
︑
g
園
・
h
稅
・
養
馬
錢
�

り
︒
大
定
の
初
め
︑
軍
事
未
だ
息
ま
ず
︑
j
度
繼
が
ず
︑
故
に
因
り
仍
り
て
改
め
ず
︒
今
天
下
無
事
︑
府
庫
閏
積
す
れ
ば
︑
悉
く
宜
し
く
罷
去
す
べ
し
︑

と
︒
上
曰
く
︑
卿
︑
�
を
百
姓
に
留
む
︒
l
復
た
何
の
慮
る
こ
と
あ
ら
ん
や
︒
太
尉
守
?
老
ゆ
︒
卿
を
m
い
て
誰
か
あ
ら
ん
︑
と
︒
是
に
於
い
て
︑
養
馬

等
の
錢
始
め
て
罷
む
︒

宗
尹
が
7
違
政
事
に
な
っ
た
の
は
大
定
二
十
三
年

(一
一
八
三
)
十
一
>
の
こ
と
で
あ
る

(萬
斯
同
﹃
金
將
相
大
臣
年
表
﹄
)
︒
こ
の
記
事
に
よ
る

と
︑
海
陵
王
は
南
征
に
際
し
︑
樣
々
な
稅
を
G
入
し
た
が
︑
世
宗
の
大
定
の
初
め
は
ま
だ
戰
爭
が
=
結
せ
ず
︑
財
政
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
︑

そ
の
ま
ま
廢
止
す
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
た
の
で
府
庫
が
閏
實
し
た
と
い
う
︒
そ
し
て
宗
尹
の
發
言
に
よ
っ
て
養
馬
等
の
錢
を
廢
止
す
る
こ
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と
に
な
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
雜
稅
が
見
錢
1
收
の
稅
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る(45

)
︒
世
宗
が
見
錢
で
な
く
他
物
で
7
折

(等
價
で
奄
算
)
し
て
P
入

さ
せ
よ
う
と
い
う
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る

(
�
引
大
定
十
年
の
記
事
)
︒

見
錢
1
收
の
雜
稅
が
廢
止
さ
れ
た
こ
ろ
の
國
庫
蓄
積
額
が
傳
わ
っ
て
い
る
︒

・
大
定
二
十
六
年
︑
世
宗
與
宰
相
論
錢
�
︑
上
曰
︑
中
外
皆
患
錢
少
︒
今
京
師
積
錢
止
五
百
萬
貫
︒
除
屯
兵
路
分
︑
其
他
郡
縣
錢
︑
可
2

至
京
師
︒
克
寧
曰
︑
郡
縣
錢
盡
入
京
師
︑
民
閒
錢
益
少
矣
︒
若
e
2
其
�
︑
其
�
變
折
輕
齎
︑
庶
o
錢
貨
液
布
也
︒
上
嘉
P
之
︒
(﹃
金



﹄
卷
九
二
︑
徒
單
克
寧
傳
)

大
定
二
十
六
年
︑
世
宗
︑
宰
相
と
錢
�
を
論
ず
︒
上
曰
く
︑
中
外
皆
な
錢
少
き
を
患
う
︒
今
京
師
︑
錢
を
積
む
こ
と
五
百
萬
貫
に
止
ま
る
︒
屯
兵
路
分

を
除
き
︑
其
の
他
の
郡
縣
の
錢
︑
京
師
に
2
至
す
可
し
︑
と
︒
(徒
單
)
克
寧
曰
く
︑
郡
縣
錢
盡
く
京
師
に
入
れ
ば
︑
民
閒
錢
益
ま
す
少
し
︒
若
し
其

の
�
を
e
2
し
︑
其
の
�
を
變
折
輕
齎
せ
ば
︑
錢
貨
液
布
す
る
に
庶
o
か
ら
ん
︑
と
︒
上
之
を
嘉
P
す
︒

・
(大
定
)
二
十
八
年
︑
上
謂
宰
臣
曰
︑
今
者
外
路
見
錢
︑
其
數
甚
多
︒
聞
�
六
千
餘
萬
貫
︑
皆
在
僻
處
積
貯
︒
旣
不
液
散
︑
公
私
無
益
︑

與
無
等
爾
︒
今
中
都
歲
費
三
百
萬
貫
︑
荏
用
不
繼
︒
若
致
之
京
師
︑
不
"
少
�
輓
2
之
費
︑
縱
T
費
多
︑
亦
惟
散
在
民
爾
︒
(﹃
金


﹄

錢
�
)

(大
定
)
二
十
八
年
︑
上
︑
宰
臣
に
謂
い
て
曰
く
︑
今
者
︑
外
路
の
見
錢
︑
其
の
數
甚
だ
多
し
︒
聞
く
な
ら
く
︑
六
千
餘
萬
貫
�
り
︑
皆
な
僻
處
に
在

り
て
積
貯
す
︑
と
︒
旣
に
液
散
せ
ず
︑
公
私
益
無
く
︑
無
き
と
等
し
き
の
み
︒
今
中
都
の
歲
費
三
百
萬
貫
︑
荏
用
繼
が
ず
︒
若
し
之
を
京
師
に
致
せ
ば
︑

少
し
く
輓
2
の
費
�
る
に
"
ぎ
ず
︑
縱
い
費
や
す
T
多
く
と
も
︑
亦
た
惟
だ
散
じ
て
民
に
在
る
の
み
︑
と
︒

大
定
二
十
六
年

(一
一
八
六(46
)

)
と
二
十
八
年
の
記
事
で
あ
る
︒
二
つ
の
記
事
を
Z
せ
る
と
︑
京
師
の
蓄
錢
は
五
〇
〇
萬
貫
に
"
ぎ
ず
︑
し
か

も
歲
費
は
三
〇
〇
萬
貫
が
必
�
で
あ
る
の
に
對
し
︑
地
方
に
は
六
〇
〇
〇
餘
萬
貫
が
死
藏
の
狀
態
で
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
こ
の
額
は
北

宋
の
總
鑄
.
額
の
五
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
に
相
當
す
る
巨
大
な
値
で
あ
る
︒
北
宋
の
と
き
︑
沿
邊
に
貯
備
し
︑
金
�
に
接
收
さ
れ
た
銅
錢
は
︑

金
宋
の
軍
事
衝
突
が
�
に
河
南
で
あ
り
陝
西
は
比
	
�
7
穩
だ
っ
た
か
ら
官
庫
に
保
管
さ
れ
た
ま
ま
民
閒
に
液
出
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
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る
︒
世
宗
は
地
方
の
積
貯
を
︑
屯
兵
の
路
分
以
外
は
r
額
京
師
に
2
ぶ
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
る
︒
二
十
六
年
︑
二
十
八
年
と
同
樣
の
考
え

を
表
�
し
た
と
こ
ろ
か
ら
D
斷
し
て
︑
世
宗
の
考
え
は
實
現
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

(
r
額
で
な
く
部
分
�
に
實
行
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
)
︒

一
一
六
三
年
の
二
〇
〇
萬
貫
と
比
	
す
る
と
︑
一
一
八
六
年
の
五
〇
〇
萬
貫
ま
で
の
二
三
年
閒
に
三
〇
〇
萬
貫
の
增
加
が
あ
る
と
は
い
え
︑
一

一
八
三
年
に
養
馬
錢
等
の
見
錢
1
收
の
雜
稅
が
廢
止
さ
れ
た
と
き
府
庫
閏
實
で
あ
っ
た
か
ら
︑
そ
れ
ら
雜
稅
の
廢
止
は
か
な
り
財
政
に
影
%
を

與
え
た
と
推
定
で
き
る
︒

府
庫
閏
實
の
記
事
で
特
1
�
な
の
は
民
閒
で
の
錢
不
足
と
常
に
對
比
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
京
師

(
中
都
)
で
も
地
方
で
も
同
樣
で
あ
る
︒

し
か
も
�
営
の
よ
う
に
宋
と
の
國
境
に
\
づ
く
ほ
ど
見
錢
不
足
の
狀
況
は
深
刻
さ
を
ま
す
︒
し
か
し
一
方
で
﹁
屯
兵
路
分
﹂
の
見
錢
蓄
積
は
必

�
と
の
Q
識
で
あ
る
︒
こ
の
見
錢
の
極
端
な
國
庫
集
中
と
軍
事
據
點
で
の
蓄
積
︑
民
閒
で
の
錢
不
足
か
ら
︑
金
代
の
見
錢
は
一
般
の
經
濟
生
活

を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
稀
s
で
あ
っ
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒

以
上
か
ら
︑
金
�
の
銅
錢
不
足
は
︑
華
北
領
�
以
後
の
&
t
な
社
會
經
濟
の
發
展
が
招
い
た
事
態
で
あ
る
と
い
う
�
力
な
學
說
は
荏
持
で
き

な
い
︒
金
�
の
見
錢
は
北
宋
錢
の
お
そ
ら
く
"
�
が
領
內
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
京
師
・
地
方
官
府
に
集
中
積
貯
さ
れ
︑
民
閒
で
液
�

す
る
量
は
乏
し
い
︒
見
錢
が
荏
出
さ
れ
る
の
は
︑
京
師
と
軍
事
據
點
で
あ
る
︒
京
師
で
荏
出
す
る
國
家
財
政
の
歲
出
の
貨
�
は
銅
錢
で
あ
り
︑

少
な
く
と
も
十
二
世
紀
末
ま
で
他
の
貨
�
に
言
I
さ
れ
な
い
こ
と
は
6
目
し
て
よ
い
︒
軍
事
據
點
の
見
錢
保
�
は
︑
軍
糧
の
u
入
な
ど
に
必
�

だ
っ
た
と
想
宴
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
︒
海
陵
王
か
ら
世
宗
の
初
め
に
い
た
る
金
宋
戰
爭
の
と
き
府
庫
が
一
億
貫
か
ら
二
〇
〇
萬
貫
に
減
少
し

た
と
い
う
の
は
︑
軍
事
費
用
に
見
錢
が
荏
出
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
︒

こ
の
ほ
か
金
�
の
民
閒
に
お
け
る
錢
不
足
の
b
和
策
と
し
て
蓄
錢
を
制
限
す
る
限
錢
法
を
施
行
し
た
り
︑
見
錢
行
5
に
際
し
て
制
限
を
加
え

た
り
し
た
︒
限
錢
法
は
︑
�
昌
五
年

(一
一
九
四
)
民
閒
の
錢
不
足
の
原
因
は
官
豪
に
よ
る
貯
め
v
み
だ
と
し
て
︑﹁
官
民
の
家
︑
品
從
物
力
を

以
て
見
錢
を
限
り
︑
多
き
も
二
萬
貫
を
"
ぎ
ず
︑
猛
安
謀
克
は
則
ち
牛
具
を
以
て
差
と
爲
し
︑
萬
貫
を
"
ぐ
る
を
得
ず
﹂
と
し
た(47

)
︒
そ
の
後
も

鈔
法
と
の
關
係
か
ら
限
錢
法
を
改
訂
し
た
り
し
た
が

(一
一
九
八(48
)

)
︑
結
局
︑
泰
和
四
年

(一
二
〇
四
)
に
廢
止
し
た(

49
)

︒
廢
止
の
理
由
は
営
べ
ら
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れ
て
い
な
い
が
︑
一
一
九
〇
年
代
は
金
�
の
�
貨
政
策
の
基
本
が
錢
か
ら
鈔
・
銀
に
轉
奄
す
る
時
�
に
あ
た
っ
て
お
り
︑
蓄
錢
の
制
限
に
�
味

が
な
く
な
っ
た
と
推
定
で
き
る
︒

第
二
違

�
鈔
の
問
題

第
一
�

�
鈔
と
は
何
か

ま
ず
基
本


料
を
擧
げ
て
お
こ
う
︒
い
ず
れ
も
﹃
金


﹄
錢
�
の
記
事
で
あ
る
︒

⑴
海
陵
庶
人
貞
元
二
年
︑
�
都
之
後
︑
戶
部
尙
書
蔡
松
年
復
鈔
引
法
︑
x
製
�
鈔
︑
與
錢
竝
用
︒

海
陵
庶
人
の
貞
元
二
年
︑
�
都
の
後
︑
戶
部
尙
書
蔡
松
年
︑
鈔
引
法
を
復
し
︑
x
に
�
鈔
を
製
り
︑
錢
と
竝
用
す
︒

⑵
初
︑
貞
元
閒
︑
旣
行
鈔
引
法
︑
x
設
印
.
鈔
引
庫
I
�
鈔
庫
︒
皆
設
5
副
D
各
一
員
・
都
監
二
員
︑
而
�
鈔
庫
副
︑
則
專
�
書
押
・
搭

印
・
合
同
之
事
︒
印
一
貫
・
二
貫
・
三
貫
・
五
貫
・
十
貫
五
等
︑
謂
之
大
鈔
︑
一
百
・
二
百
・
三
百
・
五
百
・
七
百
五
等
︑
謂
之
小
鈔
︑

與
錢
竝
行
︑
以
七
年
爲
限
︑
P
舊
易
怨
︒
y
循
宋
張
詠
四
川
�
子
之
法
︑
而
紓
其
�
爾
︒
蓋
亦
以
銅
少
權
制
之
法
也
︒

初
め
︑
貞
元
閒
︑
旣
に
鈔
引
法
を
行
な
い
︑
x
に
印
.
鈔
引
庫
I
び
�
鈔
庫
を
設
く
︒
皆
な
5
副
D
各
お
の
一
員
・
都
監
二
員
を
設
け
︑
而
し
て
�
鈔

庫
副
は
︑
則
ち
專
ら
書
押
・
搭
印
・
合
同
の
事
を
�
ど
る
︒
一
貫
・
二
貫
・
三
貫
・
五
貫
・
十
貫
の
五
等
を
印
し
︑
之
を
大
鈔
と
謂
い
︑
一
百
・
二

百
・
三
百
・
五
百
・
七
百
の
五
等
︑
之
を
小
鈔
と
謂
い
︑
錢
と
竝
行
し
︑
七
年
を
以
て
限
と
爲
し
︑
舊
を
P
め
て
怨
と
易
う
︒
y
お
宋
張
詠
の
四
川
�

子
の
法
に
循
い
︑
而
し
て
其
の
�
を
紓
ば
す
の
み
︒
蓋
し
亦
た
銅
少
な
き
を
以
て
權
制
す
る
の
法
な
り
︒

�
に
こ
れ
ら
の
記
営
に
基
づ
き
︑
銅
錢
の
不
足
に
應
じ
て
︑
貞
元
二
年

(一
一
五
四
)
︑
銅
錢
に
先
ん
じ
て
�
鈔
が
印
.
發
行
さ
れ
た
と
い
う
の

が
�
說
で
あ
り
︑
�
鈔
は
紙
�
で
あ
る
と
い
う
の
も
ほ
ぼ
�
說
で
あ
る(50

)
︒
し
か
し
私
は
當
初
の
�
鈔
に
つ
い
て
{
金
手
形
と
す
る
高
橋
弘
臣
の

說
に
贊
同
す
る
︒
高
橋
が
と
く
に
6
目
し
た
の
は
︑
本
稿
第
二
違
第
二
�
﹁
�
鈔
の
性
格
の
變
	
﹂
の
⑶
に
引
用
す
る
大
定
二
十
九
年

(一
一
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八
九
)
︑
七
年
釐
革
の
法
の
廢
止
が
提
言
さ
れ
た
と
き
の
記
事
で
あ
る
︒
商
旅
が
}
[
地
に
向
か
う
と
き
錢
で
政
府
か
ら
鈔
を
買
い
︑
引
き
奄

え
に
�
鈔
の
發
給
を
~
け
る
と
い
う
部
分
で
あ
り

(商
旅
利
於
致
}
︑
�
�
以
錢
買
鈔
)
︑
財
政
荏
出
に
轉
用
さ
れ
る
以
�
の
�
鈔
を
﹁
金
�
政
府

を
發
行
・
荏
拂
い
人
と
す
る
{
錢
用
他
地
拂
い
8
束
手
形
﹂
と
す
る(51

)
︒

�
す
る
に
﹁
與
錢
竝
用
⑴
﹂﹁
與
錢
竝
行
⑵
﹂﹁
同
見
錢
⑶
⑷
﹂
と
い
う
�
言
は
銅
錢
と
同
じ
貨
�
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
�
味
し
な
い
︒
銅

錢
で
�
鈔
を
買
い
目
�
地
で
銅
錢
に
奄
金
す
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
價
値
の
空
閒
�
な
移
轉
を
實
現
す
る
點
が
銅
錢
と
同
じ
だ
と
表
現
し
て
い
る
︑

と
考
え
る
︒

と
こ
ろ
で
,
�
の
⑷
に
引
用
す
る
﹁
�
鈔
之
制
﹂
に
﹁
�
に
某
處
の
庫
に
於
い
て
鈔
を
P
め
錢
と
奄
う
﹂
と
い
う
部
分
が
あ
る
︒
大
定
二
十

九
年
以
後
の
�
鈔
之
制
で
あ
る
︒
そ
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
~
け
取
る
と
︑
鈔
を
錢
に
�
奄
す
る
﹁
某
處
の
庫
﹂
は
�
鈔
の
發
給
地
と
同
一
の
地

域
の
庫
で
あ
る
こ
と
も
︑
衣
な
る
地
域
の
庫
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
同
一
地
域
の
庫
で
あ
る
場
合
︑
�
鈔
は
{
金
手
形
で
な
く
︑
見
錢

の
預
り
證
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
私
見
は
高
橋
說
と
こ
の
點
で
衣
な
る
が
︑
見
錢
の
預
り
證
た
る
�
鈔
が
︑
政
府
の
設
置
す
る
庫
の
存
在
す
る

地
域
に
向
か
っ
て
{
金
手
形
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
︒

多
く
の
硏
究
者
が
�
鈔
を
紙
�
だ
と
Q
め
る
根
據
の
一
つ
は
﹁
四
川
�
子
之
法
﹂
に
準
據
し
︑
衣
な
る
の
は
�
效
�
限
を
七
年
に
�
ば
し
た

點
だ
け
だ
⑵
と
�
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
か
つ
て
論
じ
た
よ
う
に
︑
北
宋
�
子
は
貨
�
機
能
を
�
�
�
に
は
�
さ
な
い
�
價
證
�
で
あ

り
︑
見
錢

(鐵
錢
)
の
預
り
證
が
本
質
�
な
性
質
で
︑
宋
�
が
{
金
手
形
と
し
て
陝
西
で
の
荏
拂
手
段
︑
四
川
へ
の
{
金
手
段
と
し
て
活
用
し

た
も
の
で
あ
る
︒
�
子
が
貨
�
機
能
を
�
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
北
宋
末
︑
錢
引
と
名
を
變
え
俸
給
荏
拂
や
P
稅
の
手
段
と
Q
め
た
時
點
で
あ

り
︑
の
ち
南
宋
中
�
に
價
格
表
示
の
機
能
を
獲
得
し
て
貨
�
と
し
て
完
成
し
た(52

)
︒
し
た
が
っ
て
北
宋
の
と
き
�
子
は
貨
�
で
は
な
か
っ
た
︒

﹁
四
川
�
子
之
法
﹂
に
準
據
し
た
と
は
金
の
�
鈔
は
宋
の
�
子
と
同
じ
性
質
の
證
�
だ
と
言
う
に
す
ぎ
な
い
︒

,
に
高
橋
の
論
點
に
附
け
加
え
て
お
こ
う
︒
�
鈔
の
開
始
は
貞
元
二
年

(一
一
五
四
)
五
>
に
中
都

(
�
年
︑
上
京
會
寧
府
か
ら
燕
京
に
�
都
し

中
都
大
興
府
と
稱
し
た
)
に
�
鈔
庫
を
設
置
し
て
官
員
を
�
置
し
︑
つ
い
で
七
>
に
印
.
庫
の
官
員
を
�
置
し
た
と
き
で
あ
る(53

)
︒
印
.
庫
官
員
の
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�
置
は
︑
�
都
に
と
も
な
っ
て
榷
貨
務
も
中
都
に
移
轉
し
︑
そ
の
鈔
引
を
印
.
す
る
機
關
の
官
員
を
�
置
し
た
措
置
で
あ
り
︑
中
都
に
印
.
庫

を
設
置
し
た
の
と
同
樣
の
�
義
を
も
つ
︒
�
鈔
庫
は
﹁
諸
路
の
�
鈔
I
び
錢
鈔
を
檢
勘
し
奄
易
・
收
荏
す
る
の
事
を
掌
ど
り
﹂︑
印
.
庫
は

﹁
諸
路
の
�
鈔
・
鹽
引
を
印
.
・
勘
�
す
る
を
監
視
す
る
を
掌
ど
る
﹂
機
關(54

)
で
あ
る
︒
�
鈔
庫
の
設
置
の
方
が
印
.
庫
よ
り
二
箇
>
早
い
︒
つ

ま
り
︑
こ
の
こ
と
は
貞
元
二
年
五
>
以
�
に
�
鈔
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

實
は
天
德
二
年

(一
一
五
〇
)
︑
陝
西
轉
2
5
の
毛
碩
は
︑
汴
京
と
燕
京
の
例
に
な
ら
っ
て
︑
陝
西
に
�
鈔
を
給
し
て
�
行
さ
せ
る
こ
と
を
願

い
許
可
さ
れ
た

(﹃
金


﹄
卷
九
二
︑
毛
碩
傳
︑
Ö

(26
)
に
引
用
)
︒
こ
の
と
き
汴
京
と
燕
京
に
も
︑
ま
た
陝
西
に
も
�
鈔
庫
は
な
く
︑
そ
の
他
の

官
廳
が
業
務
を
擔
當
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
貞
元
二
年
は
�
鈔
庫
と
印
.
庫
を
正
式
に
中
都
に
設
置
し
︑
本
格
�
に
�
鈔
の
2

用
を
開
始
し
た
年
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
天
德
二
年
陝
西
へ
の
G
入
の
理
由
は
︑
物
�
に
乏
し
く
︑
賦
稅
收
入
が
乏
し
く
︑
客
商
も

あ
ま
り
來
な
い
と
い
う
陝
右
の
事
�
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
商
人
を
招
致
す
る
に
は
見
錢
を
携
帶
す
る
困
難
を
除
く
必
�
が
あ
る
︒
汴
京
と

燕
京
の
�
鈔
を
利
用
し
て
︑
陝
西
と
汴
京
︑
陝
西
と
燕
京
の
閒
の
商
人
の
移
動
を
促
す
と
い
う
計
畫
だ
ろ
う
︒

貞
元
二
年
の
�
鈔
を
2
用
す
る
規
定
は
旣
引


料
に
あ
る
よ
う
に
鈔
引
法
で
あ
り
︑
戶
部
尙
書
蔡
松
年
が
鈔
引
法
を
復
し
た
と
あ
る
︒﹁
復
﹂

に
6
目
す
る
と
︑
擔
當
機
關
を
設
置
し
た
の
が
初
め
て
な
の
だ
か
ら
︑
北
宋
に
な
ら
っ
た
制
度
を
制
定
し
︑
そ
れ
を
﹁
鈔
引
法
を
復
す
﹂
と

い
っ
た
に
�
い
な
い
︒
鈔
引
法
と
は
︑

金
制
︑
榷
貨
之
目
�
十
︑
曰
︑
酒
・
麴
・
茶
・
醋
・
香
・
礬
・
丹
・
錫
・
鐵
︑
而
鹽
爲
稱
首
︒
貞
元
初
︑
蔡
松
年
爲
戶
部
尙
書
︑
始
復
鈔

引
法
︑
設
官
置
庫
以
.
鈔
引
︒
鈔
合
鹽
司
�
之
符
︑
引
會
司
縣
批
繳
之
數
︒
七
年
一
釐
革
之
︒
(﹃
金


﹄
卷
四
九
︑
食
貨
志
︑
鹽
)

金
制
︑
榷
貨
の
目
十
�
り
︑
曰
く
︑
酒
・
麴
・
茶
・
醋
・
香
・
礬
・
丹
・
錫
・
鐵
︑
而
し
て
鹽
を
稱
首
と
爲
す
︒
貞
元
初
め
︑
蔡
松
年
︑
戶
部
尙
書
と
爲

り
︑
始
め
て
鈔
引
法
を
復
し
︑
官
を
設
け
庫
を
置
き
以
て
鈔
引
を
.
る
︒
鈔
は
鹽
司
�
の
符
を
合
し
︑
引
は
司
縣
批
繳
の
數
を
會
す
︒
七
年
に
一
た
び
之

を
釐
革
す
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
酒
・
茶
・
鹽
等
の
榷
貨
に
關
わ
る
も
の
で
あ
る
︒
中
核
と
な
る
鹽
に
つ
い
て
︑
鈔
と
は
鹽
司
の
帳
�
の
符

(
割
印
)
と
つ
き
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合
わ
せ
る
こ
と
︑
引
と
は
鹽
司
・
縣
の
引
き
渡
し
Q
可
の
數
と
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
を
い
い
︑
鈔
引
と
は
そ
の
た
め
の
證
書

(
鹽
と
の
引
奄
�
)

の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
鈔
引
を
見
錢
に
�
用
し
た
の
が
�
鈔
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
�
鈔
は
鈔
引
法
に
基
づ
い
て
2
用
さ
れ
る(55

)
︒
ま
た
蔡
松
年
傳

に
︑
蔡
松
年
は
榷
貨
務
を
移
し
て
都
城
に
物
�
を
集
め
︑
鈔
引
法
を
復
活
し
た
と
あ
り(56

)
︑
鈔
引
法
の
復
活
は
榷
貨
務
の
機
能
と
目
�
を
同
じ
く

し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
�
鈔
庫
は
�
鈔
の
み
を
擔
當
す
る
機
關
だ
が
︑
印
.
庫
が
�
鈔
と
鹽
鈔
他
の
榷
貨
の
引
を
同
樣
に
�
う
の
も
︑
こ
の
こ

と
と
關
聯
す
る
︒

さ
て
︑
乾
?
六
年
八
>
丁
卯

(大
定
十
年
︑
一
一
七
〇
)
の
日
附
の
あ
る
范
成
大
の
﹃
攬
轡
錄
﹄
(
知
不
足
齋
叢
書
本
)
に
よ
る
と
︑

�
鈔
T
者
︑
金
本
無
錢
︑
惟
煬
王
亮
嘗
一
鑄
正
隆
錢
︑
絕
不
多
︑
餘
悉
用
中
國
舊
錢
︒
印
不
欲
留
錢
於
河
南
︑
故
仿
中
國
楮
�
︑
於
汴
京

置
局
.
官
會
︑
謂
之
�
鈔

(原
�
︑
錢
に
�
る
)
︑
擬
見
錢
行
5
︑
而
陰
收
銅
錢
︑
悉
2
而
北
︒
"
河
卽
用
見
錢
︑
不
用
鈔
︒
鈔
�
曰
︑
南

京
�
鈔
T
︑
准
戶
部
符
︑
尙
書
省
批
影
︑
檢
會
︑
昨
奏
南
京
置
局
︑
印
.
一
貫
至
三
貫
例
�
鈔
︑
許
人
P
錢
給
鈔
︑
河
南
路
︑
官
私
作
見

錢
液
轉
︒
若
赴
局
荏
取
︑
卽
時
給
付
︑
每
貫
輸
工
墨
錢
十
五
�
︒
七
年
P
奄
︑
別
給
錢
︑
以
七
十
爲
陌
︒
僞
.
者
處
斬
︑
捕
吿
者
︑
賞
錢

三
百
千
︒
⁝
⁝

�
鈔
T
な
る
者
︑
金
本
よ
り
錢
無
く
︑
惟
だ
煬
王
亮
嘗
て
一
た
び
正
隆
錢
を
鑄
し
︑
絕
え
て
多
か
ら
ず
︑
餘
は
悉
く
中
國
の
舊
錢
を
用
う
︒
印
た
錢
を
河

南
に
留
む
る
を
欲
せ
ず
︑
故
に
中
國
の
楮
�
に
仿
い
︑
汴
京
に
於
い
て
局
を
置
き
官
會
を
.
り
︑
之
を
�
鈔
と
謂
い
︑
見
錢
に
擬
し
て
行
5
し
︑
而
し
て

陰
か
に
銅
錢
を
收
め
︑
悉
く
2
び
て
北
す
︒
河
を
"
ぐ
れ
ば
卽
ち
見
錢
を
用
い
︑
鈔
を
用
い
ず
︒
鈔
�
に
曰
く
︑
南
京
�
鈔
T
の
准
け
た
る
戶
部
の
符
に
︑

尙
書
省
の
批
影
あ
り
︑
檢
會
す
る
に
︑
昨
ご
ろ
奏
し
て
南
京
に
局
を
置
き
︑
一
貫
よ
り
三
貫
例
に
至
る
�
鈔
を
印
.
し
︑
人
の
錢
を
P
め
鈔
を
給
し
︑
河

南
路
︑
官
私
見
錢
と
作
し
て
液
轉
す
る
を
許
す
︒
若
し
局
に
赴
き
荏
取
せ
ん
と
す
れ
ば
︑
卽
時
給
付
し
︑
每
貫
工
墨
錢
十
五
�
を
輸
す
︒
七
年
P
奄
し
︑

別
に
錢
を
給
し
︑
七
十
を
以
て
陌
と
爲
す
︒
僞
.
す
る
者
は
斬
に
處
し
︑
捕
吿
す
る
者
︑
錢
三
百
千
を
賞
す
︒
⁝
⁝

貞
元
二
年
か
ら
一
六
年
後
の
記
事
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
で
6
目
し
た
い
點
が
い
く
つ
か
あ
る
︒
第
一
に
︑
南
京
�
鈔
の
鈔
�
に
あ
る
﹁
昨
奏
南

京
置
局
﹂
と
は
︑
正
隆
五
年

(一
一
六
〇
)
八
>
︑
南
京
で
�
鈔
の
印
.
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
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命
榷
貨
務
幷
印
.
鈔
引
庫
e
赴
南
京
︒
(﹃
金


﹄
卷
五
︑
海
陵
︑
正
隆
五
年
八
>
辛
亥
)

榷
貨
務
幷
び
に
印
.
鈔
引
庫
に
命
じ
て
南
京
に
e
赴
せ
し
む
︒

貞
元
二
年
の
時
點
で
は
中
都
だ
け
に
印
.
庫
と
�
鈔
庫
が
設
置
さ
れ
た
が
︑
正
隆
五
年
以
影
の
南
京

(
汴
京
)
に
お
い
て
も
﹃
攬
轡
錄
﹄
に
あ

る
�
り
︑
�
鈔
の
印
.
と
錢
・
鈔
の
�
奄
を
行
な
っ
た
︒
6
目
す
べ
き
は
榷
貨
務
と
と
も
に
印
.
鈔
引
庫
が
南
京
に
移
轉
し
た
こ
と
で
あ
る

(
�
鈔
を
見
錢
	
す
る
�
鈔
庫
の
移
轉
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
)
︒
正
隆
五
年
が
海
陵
王
の
南
宋
攻
擊
と
︑
中
都
燕
京
か
ら
南
京
汴
京
へ
の
�
都

(六

>
)
の
�
年
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
戰
爭
準
備
の
た
め
の
軍
事
物
�
の
南
京
集
中
を
は
か
り
︑
客
商
に
は
見
錢
の
ほ
か

(南
京
に
は
劉

豫
の
齊
を
へ
て
獲
得
し
た
宋
錢
の
蓄
積
が
あ
る
)
︑
�
鈔
を
發
給
し
中
都
で
見
錢
	
さ
せ
た
と
想
定
し
う
る
︒
ま
さ
に
北
宋
の
と
き
對
西
夏
戰
爭
の

軍
糧
補
給
の
た
め
�
子
を
陝
西
で
發
給
し
四
川
で
見
錢
	
さ
せ
た
事
態
と
同
じ
で
あ
る
︒

の
ち
モ
ン
ゴ
ル
が
中
都
を
圍
ん
だ
貞
祐
二
年

(一
二
一
四
)
南
京
へ
�
都
し
た

(大
定
元
年
の
世
宗
卽
位
に
と
も
な
い
京
師
は
南
京
か
ら
中
都
燕
京

に
�
っ
て
い
た
)
︒
そ
の
3
年
五
>
の
記
事
に
,
の
よ
う
に
あ
る
︒

權
西
安
軍
�
度
5
烏
林
�
與
言
︑
關
陝
軍
多
︑
供
億
不
足
︒
T
仰
�
鈔
則
取
於
京
師
︑
徒
成
繁
費
︒
乞
影
板
就
.
V
︒
(﹃
金


﹄
錢
�
)

權
西
安
軍
�
度
5
烏
林
�
與
言
う
︑
關
陝
軍
多
く
︑
供
億
足
ら
ず
︒
仰
ぐ
T
の
�
鈔
は
則
ち
京
師
に
取
り
︑
徒
に
繁
費
を
成
す
︒
乞
う
板
を
影
し
就
い
て

.
る
が
V
な
り
︑
と
︒

こ
こ
に
言
う
京
師
は
�
都
後
で
あ
る
か
ら
南
京
で
あ
る
︒
地
方
に
�
鈔
の
鈔
板
を
影
し
現
地
で
印
刷
し
た
い
と
い
う
︒
貞
祐
三
年

(
一
二
一
五
)

ま
で
�
鈔
は
陝
西
で
印
.
せ
ず
︑
印
.
庫
の
あ
る
京
師

(南
京
)
だ
け
で
發
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
こ
に
は
上
奏
の
結
果
は
�
記

さ
れ
な
い
が
︑
現
存
の
�
鈔
の
鈔
版
に
は
貞
祐
三
年
の
陝
西
東
路
で
印
.
す
る
た
め
の
も
の
が
あ
る
の
で
︑
裁
可
さ
れ
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る(57

)
︒

一
二
一
五
年
以
�
︑
原
則
と
し
て
京
師

(中
都
あ
る
い
は
南
京
)
の
み
の
�
鈔
の
印
.
發
給
は
︑
見
錢
と
の
引
奄
で
あ
る
以
上
︑
京
師
へ
の
見
錢

集
中
を
促
�
す
る
の
に
役
立
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

�
鈔
庫
に
つ
い
て
は
︑
後
の
泰
和
七
年

(一
二
〇
七
)
の
記
事
で
あ
る
が
︑
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(泰
和
七
年
)
十
>
︑
楊
序
言
︑
�
鈔
料
號
不
�
・
年
>
故
<
︑
雖
令
赴
庫
易
怨
︑
然
外
路
無
設
定
庫
司
︑
欲
易
無
T
︑
}
者
直
須
赴
都
︒

上
以
問
汝
礪
︒
對
曰
︑
隨
處
州
府
庫
內
︑
各
�
辨
鈔
庫
子
︑
鈔
雖
�
不
僞
︑
亦
可
收
P
︒
⁝
⁝

(﹃
金


﹄
錢
�
)

(泰
和
七
年
)
十
>
︑
楊
序
言
う
︑
�
鈔
︑
料
號
不
�
・
年
>
故
<
な
ら
ば
︑
庫
に
赴
き
怨
に
易
え
し
む
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
外
路
︑
庫
司
を
設
定
す
る
無

く
︑
易
え
ん
と
欲
す
る
も
T
無
し
︒
}
き
者
直
ち
に
須
か
ら
く
都
に
赴
く
べ
し
︑
と
︒
上
以
て
汝
礪
に
問
う
︒
對
え
て
曰
く
︑
隨
處
州
府
の
庫
內
︑
各
の

辨
鈔
庫
子
�
り
︑
鈔
�
あ
り
と
雖
も
僞
な
ら
ざ
れ
ば
︑
亦
た
收
P
す
可
し
︒
⁝
⁝

と
あ
り
︑
�
鈔
庫
は
京
師
の
ほ
か
は
置
か
れ
な
か
っ
た
︒
た
だ
し
地
方
州
府
の
庫
內
に
辨
鈔
庫
子
が
お
り
︑
傷
ん
だ
�
鈔
は
怨
し
い
も
の
と
�

奄
で
き
た
と
い
う
︒
こ
こ
で
言
I
さ
れ
な
い
よ
う
に
州
府
の
庫
で
は
�
鈔
の
見
錢
へ
の
�
奄
は
お
そ
ら
く
業
務
外
で
行
な
わ
れ
ず
︑
�
鈔
の
見

錢
	
は
原
則
と
し
て
中
都

(一
一
六
一
年
十
二
>
世
宗
卽
位
後
の
京
師
)
の
み
で
あ
り
︑
地
方
で
奄
金
す
る
に
は
特
例
の
措
置
が
必
�
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
︒
南
京
の
印
.
鈔
引
庫
に
お
け
る
錢
鈔
�
奄
は
そ
の
特
例
で
あ
る
︒
中
都
・
南
京
で
の
�
鈔
の
發
行
と
鈔
錢
�
奄

は
︑
�
鈔
の
基
本
�
性
格
が
見
錢
預
り
證
で
あ
る
か
ら
當
然
で
あ
る
︒
{
金
に
用
い
ら
れ
な
い
�
鈔
は
︑
黃
河
以
南
の
河
南
路
に
あ
っ
て
は
代

用
貨
�
の
�
味
を
も
っ
た
可
能
性
は
あ
る
︒

第
二
に
︑
�
鈔
の
行
5
は
京
師
を
除
け
ば
黃
河
以
南
の
河
南
路
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
南
京
で
�
鈔
を
買
う
の
に
荏
拂
っ
た
銅
錢
は

北
に
2
ば
れ
る
︒
黃
河
以
南
と
國
境
の
閒
の
河
南
路
に
お
い
て
︑
宋
へ
の
銅
錢
液
出
を
防
止
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
︒

第
三
に
︑
�
鈔
と
見
錢
と
の
�
奄
比
で
あ
る
場
合
の
短
陌
が
當
初
は
七
〇
︑
大
定
二
十
年
に
八
〇
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る

(
旣
営
)
︒
同
時

�
の
國
境
附
\
の
民
閒
の
短
陌
が
二
〇
�
度
︑
地
方
都
市
の
短
陌
が
六
〇
�
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
e
す
る
と
︑
商
人
が
中
都
か
ら
南
京
に
2

ん
だ
�
鈔
を
見
錢
に
八
〇
陌
で
�
奄
し
︑
さ
ら
に
國
境
附
\
や
地
方
都
市
で
�
奄
し
た
見
錢
を
5
っ
て
取
引
す
る
と
か
な
り
�
利
で
あ
る
︒
一

方
︑
政
府
は
南
京
印
.
の
�
鈔
を
賣
り
出
せ
ば
︑
相
對
�
に
大
き
な
短
陌
の
ゆ
え
に
效
a
�
に
見
錢
を
北
{
で
き
る
︒
短
陌
の
�
い
を
利
用
し

て
�
鈔
の
{
金
機
能
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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第
四
に
︑
一
貫
か
ら
三
貫
ま
で
の
�
鈔
は
大
鈔
だ
が
︑
こ
の
よ
う
な
大
き
な
額
面
で
は
︑
い
く
ら
﹁
擬
見
錢
行
5
﹂﹁
河
南
路
︑
官
私
作
見

錢
液
轉
﹂
と
い
っ
て
も
︑
現
實
の
日
常
生
活
で
行
5
し
う
る
場
面
は
比
	
�
大
き
な
取
引
だ
け
で
あ
る
︒
大
鈔
が
代
用
貨
�
と
し
て
機
能
し
た

と
し
て
も
︑
見
錢
が
囘
收
さ
れ
る
以
上
︑
日
常
生
活
で
用
い
る
貨
�
は
實
物
貨
�
だ
け
で
あ
ろ
う
︒
�
鈔
發
行
の
目
�
は
あ
く
ま
で
南
京
へ
の

物
�
集
中
の
手
段
︑
中
都
へ
の
見
錢
の
北
{
に
あ
る
︒

第
五
に
︑
南
京
に
置
い
た
印
.
鈔
引
庫
で
一
貫
か
ら
三
貫
の
お
そ
ら
く
三
種
類
の
�
鈔
の
み
を
印
.
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
に
小
鈔
が
見

え
な
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
︒
�
引
⑵
の
記
事
に
﹁
初
︑
貞
元
閒
︑
旣
行
鈔
引
法
﹂
と
し
て
︑
一
貫
か
ら
十
貫
ま
で
の
五
種
類
の
大
鈔
と
︑

一
百
�
か
ら
七
百
�
ま
で
の
五
種
類
の
小
鈔
に
つ
い
て
営
べ
て
い
る
︒
中
都
と
南
京
で
種
類
が
衣
な
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
︑
小
鈔
に
つ
い
て

は
檢
討
を
�
す
る
︒
殆
ど
の
硏
究
者
が
小
鈔
の
G
入
は
貞
元
二
年
す
な
わ
ち
當
初
か
ら
の
も
の
と
す
る
か
︑
あ
る
い
は
G
入
の
時
�
を
�
言
し

な
い
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
が(58

)
︑
實
は
小
鈔
に
關
す
る
具
體
�
記
事
は
︑
承
安
二
年

(
一
一
九
七
)
十
>
︑
陝
西
に
お
け
る
小
鈔
G
入
が
初
見
で

あ
る(

59
)

︒承
安
二
年
十
>
︑
⁝
⁝
時
�
鈔
T
出
數
多
︑
民
閒
成
貫
例
者
︑
艱
於
液
轉
︒
詔
以
西
北
二
京
・
遼
東
路
從
宜
給
小
鈔
︑
且
許
於
官
庫
奄
錢
︑

與
它
路
�
行
︒
(﹃
金


﹄
錢
�
)

承
安
二
年
十
>
︑
⁝
⁝
時
に
�
鈔
の
出
だ
す
T
の
數
多
く
︑
民
閒
貫
例
を
成
す
者
︑
液
轉
に
艱
し
む
︒
詔
し
て
西
北
二
京
・
遼
東
路
を
以
て
宜
し
き
に
從

い
て
小
鈔
を
給
し
︑
且
つ
官
庫
に
於
い
て
錢
に
奄
え
︑
它
路
と
�
行
す
る
を
許
す
︒

西
北
二
京
と
遼
東
路
の
特
例
で
あ
る
︒
そ
の
3
年
︑

(承
安
三
年
)
九
>
︑
以
民
閒
鈔
滯
︑
盡
以
一
貫
以
下
�
鈔
易
錢
用
之
︑
x
復
減
元
限
之
數
︑
�
定
官
民
存
留
錢
法
︑
三
分
爲
a
︑
親
王
・

公
�
・
品
官
許
留
一
分
︑
餘
皆
�
之
︒
⁝
⁝
印
�
.
一
百
例
小
鈔
︑
竝
許
官
庫
易
錢
︒
一
貫
・
二
貫
例
竝
荏
小
鈔
︑
三
貫
例
則
荏
銀
一

兩
・
小
鈔
一
貫
︑
若
五
貫
・
十
貫
例
則
四
分
荏
小
鈔
︑
六
分
荏
銀
︑
欲
得
寶
貨
者
聽
︑
�
阻
滯
I
輒
減
價
者
罪
之
︒
(﹃
金


﹄
錢
�
)

(承
安
三
年
)
九
>
︑
民
閒
︑
鈔
滯
り
︑
盡
く
一
貫
以
下
の
�
鈔
を
以
て
錢
に
易
え
て
之
を
用
う
る
を
以
て
︑
x
に
復
た
元
限
の
數
を
減
じ
︑
官
民
存
留
錢
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法
を
�
定
し
︑
三
分
し
て
a
と
爲
し
︑
親
王
・
公
�
・
品
官
は
一
分
を
留
む
る
を
許
し
︑
餘
は
皆
な
之
に
�
す
︒
⁝
⁝
印
た
一
百
例
の
小
鈔
を
�
.
し
︑

竝
び
に
官
庫
の
錢
を
易
う
る
を
許
す
︒
一
貫
・
二
貫
例
は
竝
び
に
小
鈔
を
荏
し
︑
三
貫
例
は
則
ち
銀
一
兩
・
小
鈔
一
貫
を
荏
し
︑
若
し
五
貫
・
十
貫
例
な

れ
ば
則
ち
四
分
は
小
鈔
を
荏
し
︑
六
分
は
銀
を
荏
す
︒
寶
貨
を
得
ん
と
欲
す
る
者
は
聽
す
︒
阻
滯
I
び
輒
り
に
減
價
す
る
者
�
れ
ば
之
を
罪
す
︒

と
あ
る
の
は
︑
地
域
を
限
定
し
な
い
か
ら
r
國
で
の
額
面
一
〇
〇
�
の
小
鈔
の
G
入
で
あ
る
︒
さ
ら
に
泰
和
六
年

(一
二
〇
六
)
十
一
>
︑

復
許
諸
路
各
行
小
鈔
︒
⁝
⁝
令
戶
部
印
小
鈔
五
等
︑
附
各
路
同
見
錢
用
︒
(﹃
金


﹄
錢
�
)

復
た
諸
路
各
お
の
小
鈔
を
行
な
う
を
許
す
︒
⁝
⁝
戶
部
を
し
て
小
鈔
五
等
を
印
し
︑
各
路
に
附
し
て
見
錢
と
同
に
用
い
し
む
︒

と
小
鈔
五
等
の
印
.
が
始
ま
り
︑
r
國
に
發
給
さ
れ
た
︒
こ
の
記
事
に
﹁
復
許
諸
路
各
行
小
鈔
﹂
と
﹁
復
﹂
字
が
あ
る
か
ら
︑
承
安
三
年
に
お

け
る
額
面
一
〇
〇
�
の
小
鈔
の
r
國
�
な
發
行
は
泰
和
六
年
以
�
に
廢
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
れ
が
い
つ
の
時
點
か
は
D
�
し
な

い
︒さ

ら
に
興
定
元
年

(一
二
一
七
)
の
高
汝
礪
の
發
言
に
︑

向
者
︑
大
鈔
滯
則
�
爲
小
鈔
︑
小
鈔
�
則
改
爲
寶
�
︑
寶
�
不
行
則
易
爲
�
寶
︒
(﹃
金


﹄
錢
�
︑﹃
金


﹄
卷
一
〇
七
︑
高
汝
礪
傳
に
同
趣
旨

の
�
あ
り
)

向
者
︑
大
鈔
滯
れ
ば
則
ち
�
め
て
鈔
を
爲
り
︑
小
鈔
�
あ
れ
ば
則
ち
改
め
て
寶
�
を
爲
り
︑
寶
�
行
わ
ざ
れ
ば
則
ち
易
え
て
�
寶
を
爲
る
︒

と
あ
る
の
は
︑
大
鈔
↓
小
鈔
↓
寶
�
↓
�
寶
と
變
�
し
た
經
"
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
�
す
る
に
小
鈔
は
承
安
二
年
に
一
部
の
地
域
に
︑
3

三
年
r
國
に
G
入
さ
れ
︑
一
旦
廢
止
の
の
ち
泰
和
六
年
五
等
制
が
r
國
に
G
入
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
發
行
は
大
鈔
の
澁
滯
を
e
因
と
す
る

の
で
あ
る
︒
本
�
冒
頭
の
記
事
は
貞
元
二
年
の
制
で
な
く
︑
泰
和
六
年
以
後
の
制
を
営
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
金
代
�
制


を
一
一
九
〇
年
代
で

�
後
二
�
に
分
け
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
る
と
︑
�
�
に
お
い
て
小
鈔
は
存
在
せ
ず

(あ
っ
た
に
し
て
も
重
�
な
�
義
を
�
さ
ず
)
︑
大
鈔
の
み
が

あ
り
︑
し
か
も
大
鈔
は
見
錢
の
預
り
證
を
本
質
と
し
{
金
手
形
と
し
て
活
用
さ
れ
た
と
い
え
る
︒
從
っ
て
貨
�
と
し
て
は
實
物
貨
�
を
除
け
ば

銅
錢
し
か
な
い
と
言
え
る
︒
な
お
小
鈔
が
發
行
さ
れ
て
以
後
︑
金
代
�
制


は
大
き
く
轉
奄
す
る
︒
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第
二
�

�
鈔
の
性
格
の
變
	

少
し
話
を
も
ど
す
︒
{
金
手
形
と
し
て
活
用
さ
れ
た
�
鈔
に
は
︑
大
定
二
十
九
年

(一
一
八
九
)
重
大
な
變
	
が
お
き
た
︒
そ
れ
は
七
年
釐

革
の
法
を
廢
止
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
�
鈔
を
紙
�
だ
と
Q
め
る
立
場
か
ら
す
る
と
︑
七
年
釐
革
の
廢
止
は
貨
�
機
能
の
一
つ
で
あ
る
價
値
保
存

に
大
き
な
制
8
を
與
え
て
い
た
�
效
�
限
を
撤
廢
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
貨
�
機
能
を
强
	
し
た
こ
と
を
�
味
す
る
︒
不
振
の
鑄
錢
二
監
を
廢
止

し
︑
改
め
て
�
鈔
に
見
錢
と
同
じ
機
能
が
あ
る
と
確
Q
し
た
議
論
で
七
年
釐
革
の
法
の
廢
止
が
提
e
さ
れ
る
︒

⑶
時
�
欲
罷
之
者
︒
至
是
二
監
旣
罷
︒
�
司
言
︑
�
鈔
舊
同
見
錢
︑
商
旅
利
於
致
}
︑
�
�
以
錢
買
鈔
︒
蓋
公
私
俱
V
之
事
︑
豈
可
罷
去
︒

止
因
�
釐
革
年
限
︑
不
能
無
疑
︑
乞
�
七
年
釐
革
之
法
︑
令
民
得
常
用
︒
若
歲
久
字
�
�
滅
︑
許
於
T
在
官
庫
P
舊
奄
怨
︑
或
聽
V
荏

錢
︒
x
罷
七
年
釐
革
之
限
︒
�
鈔
字
昏
方
奄
︑
法
自
此
始
︒
而
收
斂
無
�
︑
出
多
入
少
︑
民
寖
輕
之
︒
厥
後
︑
其
法
屢
�
︑
而
不
能
革
︑

�
亦
始
於
此
焉
︒
(﹃
金


﹄
錢
�
)

時
に
之
を
罷
め
ん
と
欲
す
る
者
�
り
︒
是
に
至
り
て
二
監
旣
に
罷
む
︒
�
司
言
う
︑
�
鈔
は
舊
よ
り
見
錢
と
同
じ
く
︑
商
旅
︑
致
}
に
利
あ
り
︑
�
�
錢

を
以
て
鈔
を
買
う
︒
蓋
し
公
私
俱
に
V
と
す
る
の
事
︑
豈
に
罷
去
す
可
け
ん
や
︒
止
だ
釐
革
の
年
限
�
る
に
因
り
て
︑
疑
い
無
き
能
わ
ず
︒
乞
う
ら
く
は

七
年
釐
革
の
法
を
�
り
︑
民
を
し
て
常
用
す
る
を
得
し
め
ん
こ
と
を
︒
若
し
歲
久
し
く
字
�
�
滅
せ
ば
︑
T
在
の
官
庫
に
於
い
て
舊
を
P
め
怨
に
奄
え
︑

或
い
は
V
を
聽
き
て
錢
を
荏
す
る
を
許
さ
ん
︑
と
︒
x
に
七
年
釐
革
の
限
を
罷
む
︒
�
鈔
︑
字
昏
に
し
て
方
め
て
奄
う
︒
法
此
れ
自
り
始
ま
る
︒
而
し
て

收
斂
�
無
く
︑
出
多
く
入
少
な
く
︑
民
寖
や
く
之
を
輕
ん
ず
︒
厥
の
後
︑
其
の
法
屢
し
ば
�
ま
る
も
︑
而
れ
ど
も
革
む
能
わ
ず
︑
�
も
亦
た
此
に
始
ま
る
︒

�
鈔
が
紙
�
で
あ
る
と
い
う
�
提
を
取
り
除
く
と
︑
�
效
�
限
を
定
め
な
い
見
錢
の
預
り
證
へ
の
變
	
で
あ
る
︒
}
[
地
を
移
動
す
る
客
商
に

と
っ
て
�
限
な
し
の
預
り
證
は
當
然
�
用
な
も
の
と
な
る
︒
と
こ
ろ
で
七
年
釐
革
の
限
の
廢
止
は
鑄
錢
二
監

(代
州
阜
�
監
・
曲
陽
縣
利
�
監
)

の
廢
止
と
ほ
ぼ
同
時
で
︑
ま
た
地
方
に
六
〇
〇
〇
萬
貫
の
蓄
積
が
あ
り
な
が
ら
中
央
は
蓄
積
が
五
〇
〇
萬
貫
に
ま
で
減
少
し
て
い
た
時
�
に
あ

た
る

(
�
営
)
︒
民
閒
に
お
け
る
見
錢
不
足
の
狀
況
は
深
刻
で
あ
る
︒
�
鈔
の
�
效
�
限
撤
廢
は
こ
の
こ
と
と
關
係
す
る
︒
中
央
政
府
の
見
錢
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保
�
量
の
減
少
は
�
鈔
の
見
錢
	
に
荏
障
を
き
た
す
︒
七
年
の
�
限
の
�
っ
た
�
鈔
を
奄
金
す
る
た
め
︑
わ
ざ
わ
ざ
中
都
の
�
鈔
庫
に
赴
く
必

�
の
あ
っ
た
客
商
に
と
っ
て
み
れ
ば
︑
�
鈔
の
�
限
內
な
ら
い
つ
で
も
見
錢
に
も
ど
せ
る
と
い
う
信
用
性
が
搖
ら
い
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
七
年
釐
革
の
限
の
廢
止
は
客
商
の
活
動
を
促
�
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
措
置
で
あ
る
︒

こ
れ
と
關
聯
し
て
﹁
T
在
の
官
庫
﹂
で
怨
舊
の
�
鈔
を
�
奄
す
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
或
聽
V
荏
錢
﹂
す
な
わ
ち
�
鈔
の
見
錢
	
を
Q
め
た
こ

と
が
重
�
で
あ
る
︒
こ
れ
も
客
商
の
活
動
を
促
す
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
T
在
の
官
庫
と
は
︑
r
國
の
任
�
の
官
庫
で
は
な

く
︑
�
鈔
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
見
錢
	
し
う
る
地
方
官
廳
で
あ
る

(
,
に
営
べ
る
合
同
の
官
廳
)
︒

�
效
�
限
撤
廢
の
後
︑
銅
錢
に
よ
る
�
鈔
の
u
入
が
�
鈔
の
銅
錢
へ
の
奄
金
よ
り
多
い
事
態
﹁
出
多
入
少
﹂
が
e
き
︑
�
鈔
へ
の
信
賴
が
搖

ら
い
だ
と
い
う
︒
�
鈔
の
信
賴
を
取
り
戾
す
た
め
の
�
限
撤
廢
で
あ
っ
た
の
が
︑
い
っ
そ
う
事
態
を
惡
	
さ
せ
た
︒
�
鈔
は
本
來
見
錢
で
u
入

し
た
分
だ
け

(預
か
っ
た
と
い
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
)
發
行
す
る
か
ら
︑﹁
出
多
入
少
﹂
な
ど
e
き
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
れ
故
﹁
出
多
入
少
﹂
と
は
︑

錢
と
の
�
奄
で
�
鈔
を
發
行
す
る
の
で
な
く
︑
一
方
�
な
發
行
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
七
年
釐
革
の
限
撤
廢
と
﹁
出
多
入
少
﹂
の
事
態
と
は
本
來
關
係
し
な
い
は
ず
だ
が
︑
現
實
に
は
﹁
出
多
入
少
﹂
が
e
こ
っ
た
︒
そ

の
背
景
に
は
︑
こ
の
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
�
鈔
の
性
格
の
變
	
が
絡
ん
で
い
る
︒
銅
錢
の
1
收
額
を
超
え
た
�
鈔
の
發
行
に
對
し
て
︑
�
昌
三

年

(一
一
九
二
)
金
�
は
�
鈔
の
數
を
制
限
し
見
錢
を
超
え
な
い
よ
う
指
示
し
た
が(60

)
︑
も
と
よ
り
效
果
は
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
指
令
と
︑
直

接
管
理
下
で
發
行
し
た
の
を
や
め
地
方
で
印
.
發
行
す
る
の
を
Q
め
た
こ
と
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
閒
で
�
鈔
に

對
す
る
Q
識
に
乖
離
の
あ
っ
た
こ
と
︑
も
は
や
見
錢
の
預
り
證
︑
あ
る
い
は
{
金
手
形
と
は
言
え
な
い
性
格
の
變
	
︑
す
な
わ
ち
紙
�
	
が
地

方
か
ら
發
生
し
た
と
推
測
で
き
る
︒
大
定
二
十
九
年
の
怨
制
度
は
七
年
釐
革
の
限
撤
廢
に
と
ど
ま
ら
な
い
�
味
を
�
し
て
い
た
︒
地
方
は
大
量

の
銅
錢
を
保
�
し
な
が
ら
民
閒
に
放
出
し
な
い
こ
と
︑
世
宗
は
中
央
に
囘
收
す
る
�
向
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
�
営
の
事
態
も
︑
�
鈔
の
紙
�

	
と
關
係
し
た
は
ず
で
あ
る
︒

さ
て
︑
�
限
撤
廢
後
の
鈔
面
に
は
,
の
よ
う
に
あ
る
︒
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⑷
�
鈔
之
制
︑
⁝
⁝
料
號
外
︑
篆
書
曰
︑
僞
.
�
鈔
者
斬
︑
吿
捕
者
賞
錢
三
百
貫
︒
料
號
衡
闌
下
曰
︑
中
都
�
鈔
庫
︑
准
尙
書
戶
部
符
︑
承

都
堂
劄
付
︑
戶
部
�
點
勘
︒
令


姓
名
・
押
字
︒
印
曰
︑
(
旨
印
.
¢
路
�
鈔
︑
於
某
處
庫
P
錢
奄
鈔
︑
�
許
於
某
處
庫
P
鈔
奄
錢
︑
官

私
同
見
錢
液
轉
︒
其
鈔
不
限
年
>
行
用
︑
如
字
�
故
<
︑
鈔
紙
擦
�
︑
許
於
T
屬
庫
司
P
舊
奄
怨
︒
若
到
庫
荏
錢
︑
或
倒
奄
怨
鈔
︒
⁝
⁝

其
搭
印
・
荏
錢
處
合
同
︑
餘
用
印
依
常
例
︒
(﹃
金


﹄
錢
�
︑
大
定
二
十
九
年
十
二
>
)

�
鈔
の
制
︑
⁝
⁝
料
號
の
外
︑
篆
書
し
て
曰
く
︑
�
鈔
を
僞
.
す
る
者
は
斬
︑
吿
捕
す
る
者
は
賞
錢
三
百
貫
︒
料
號
衡
闌
の
下
に
曰
く
︑
中
都
�
鈔
庫
︑

准
け
た
る
尙
書
戶
部
の
符
︑
承
け
た
る
都
堂
の
劄
付
︑
戶
部
�
し
て
點
勘
す
︒
令


姓
名
・
押
字
︒
印
た
曰
く
︑
(
旨
も
て
¢
路
�
鈔
を
印
.
し
︑
某
處

の
庫
に
於
い
て
錢
を
P
め
鈔
と
奄
え
︑
�
に
某
處
の
庫
に
於
い
て
鈔
を
P
め
錢
と
奄
う
る
を
許
す
︒
官
私
︑
見
錢
と
同
じ
く
液
轉
す
︒
其
れ
鈔
は
年
>
を

限
ら
ず
行
用
し
︑
如
し
字
�
故
<
︑
鈔
紙
擦
�
す
れ
ば
︑
T
屬
の
庫
司
に
於
い
て
舊
を
P
め
怨
と
奄
う
る
を
許
す
︒
若
し
庫
に
到
れ
ば
錢
を
荏
し
︑
或
い

は
怨
鈔
と
倒
奄
す
︒
⁝
⁝
其
れ
搭
印
・
荏
錢
の
處
合
同
し
︑
餘
は
印
を
用
い
て
常
例
に
依
れ
︒

｢中
都
�
鈔
庫
︑
准
尙
書
戶
部
符
︑
承
都
堂
劄
付
︑
戶
部
�
點
勘
﹂
の
部
分
は
︑
當
初
の
�
鈔
か
ら
引
き
繼
が
れ
る
�
言
で
あ
ろ
う
︒
七
年
釐

革
の
法
の
廢
止
後
の
�
鈔
と
見
錢
の
�
奄
は
も
は
や
中
都
�
鈔
庫
の
專
權
事
項
で
は
な
い
か
ら
︑
形
式
�
に
殘
っ
た
部
分
で
あ
る
︒
こ
こ
で
記

さ
れ
る
實
際
の
內
容
は
﹁
印
.
¢
路
�
鈔
﹂
す
な
わ
ち
發
給
地
を
�
記
す
る
こ
と
︑
錢
で
鈔
を
買
い
︑
ま
た
錢
に
奄
金
す
る
と
い
う
見
錢
預
り

證
で
あ
る
こ
と
︑
某
處
で
の
P
錢
奄
鈔
と
某
處
で
の
P
鈔
奄
錢
と
あ
る
よ
う
に
地
方
で
見
錢
	
が
可
能
で
あ
る
こ
と
︑
某
處
か
ら
某
處
へ
の
{

金
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
年
>
を
限
定
し
な
い
こ
と
︑
傷
ん
だ
�
鈔
は
地
方
で
怨
舊
を
�
奄
す
る
こ
と
等
︑
七
年
釐
革
の
法
の
廢
止
に

そ
っ
た
內
容
で
あ
る

(省
略
部
分
に
も
工
墨
錢
ほ
か
興
味
深
い
內
容
と
な
っ
て
い
る
が
︑
長
�
に
な
る
の
で
觸
れ
な
い
)
︒﹁
其
搭
印
・
荏
錢
處
合
同
︑
餘

用
印
依
常
例
﹂
の
部
分
は
︑
印
.

(搭
印
)
と
奄
錢

(
荏
錢
)
の
路
の
州
府

(の
官
廳
)
が
合
同
す
る
と
定
め
る
︒
合
同
と
は
印
.
と
荏
錢
の
二

箇
T
の
官
廳
が
取
り
決
め
ど
お
り
x
行
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
證
�
の
眞
僞
の
確
Q
の
た
め
割
印
を
押
し
た
と
想
定
で
き
る(61

)
︒
P
錢
奄
鈔
と

P
鈔
奄
錢
を
行
な
う
某
處
と
は
�
鈔
に
割
印
す
る
合
同
關
係
に
あ
る
州
府

(の
官
廳
)
で
あ
る
こ
と
が
D
�
す
る(62

)
︒

こ
れ
ら
の
內
容
は
現
存
す
る
�
鈔
の
銅
版
で
も
確
Q
で
き
る
︒
現
存
す
る
�
鈔
の
版
は
︑
殘
缼
の
も
の
も
含
め
て
數
點
知
ら
れ
て
い
る(63

)
︒
ほ
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と
ん
ど
大
定
二
十
九
年
の
七
年
釐
革
の
限
撤
廢
の
後
二
〇
年
以
上
た
っ
た
貞
祐
年
閒

(一
二
一
三

−

一
二
一
七
)
の
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
�
鈔

之
制
﹂
と
比
	
す
る
と
鈔
�
は
嚴
密
に
は
一
致
し
な
い
が
︑
記
載
さ
れ
る
べ
き
內
容
は
槪
ね
同
樣
と
思
わ
れ
る
︒﹁
�
鈔
之
制
﹂
の
﹁
某
處
﹂

は
鈔
版
で
は
路
で
示
さ
れ
る
︒
鈔
版
に
合
同
印
の
な
い
も
の
と
あ
る
も
の
が
あ
り
︑
な
い
も
の
は
�
鈔
の
印
.
後
︑
鈔
面
に
押
印
し
た
と
思
わ

れ
る
︒
鈔
�
に
見
え
る
地
名
を
確
Q
し
て
お
こ
う
︒
①
以
下
の
數
字
は
Ö

(63
)
の
著
作
の
番
號
で
あ
る
︒
一
は
�
字
不
�
の
部
分
が
多
い
︒

五
・
六
は
合
同
�
鈔
で
六
は
殘
版
で
あ
る
︒
七
は
泰
和
年
閒
の
殘
版
で
あ
る
︒

一
︑
山
東
東
路
壹
拾
貫
八
十
足
陌
鈔
版
︑
①
②
⑤
⑥

山
東
東
路
益
都
府
︑
濟
南
府
︑
南
京
︒

二
︑
北
京
路
壹
伯
貫
八
十
足
陌
鈔
版
︑
貞
祐
二
年
︑
②
⑤
⑥

北
京
路
按
察
轉
2
司
︑
奉
戶
符
︑
承
(
旨
印
.
︒
�
行
�
鈔
內
︑
中
都
・
南
京
�
鈔
庫
︑
北
京
・
上
京
・
咸
7
府
省
庫
︑
倒
奄
錢
鈔
︒

三
︑
陝
西
東
路
壹
拾
貫
八
十
足
陌
鈔
版
︑
貞
祐
三
年
︑
②
④
⑤
⑥

�
行
�
鈔
內
︑
陝
西
東
路
︑
許
於
中
都
・
南
京
�
鈔
庫
︑
京
兆
府
・
河
中
府
・
潞
州
省
庫
︑
倒
奄
錢
鈔
︒

四
︑
7
州
伍
拾
貫
八
十
足
陌
鈔
版
︑
③
⑥

7
州
奉
戶
符
承
箚
奏
准
印
.
�
行
�
鈔
內
︑
中
都
・
南
京
�
鈔
庫
︑
7
州
・
保
州
省
庫
︑
倒
奄
錢
鈔
︒

五
︑
陝
西
東
路
壹
拾
貫
八
十
足
陌
五
合
同
�
鈔
版
︑
貞
祐
三
年
︑
②
⑤
⑥

�
行
�
鈔
內
︑
陝
西
東
路
︑
許
於
中
都
・
南
京
�
鈔
庫
︑
京
兆
府
・
河
中
府
・
潞
州
省
庫
︑
倒
奄
錢
鈔
︒

六
︑
壹
拾
貫
合
同
�
鈔
殘
版
︑
①
②
⑤
⑥

中
都
合
同
︑
南
京
合
同
︑
7
涼
府
合
同

七
︑
泰
和
�
鈔
殘
版
︑
①
②
⑤
⑥

一
は
︑
山
東
東
路
�
鈔
︒
路
內
の
益
都
府
・
濟
南
府
と
南
京
で
見
錢
	
︒
山
東
と
南
京
を
つ
な
ぐ
�
鈔
で
あ
る
︒
二
は
︑
北
京
路
�
鈔
︒
中
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都
・
南
京
・
北
京
・
上
京
・
咸
7
府

(現
遼
寧
省
開
原
市
東
北
)
で
見
錢
	
︒
中
都
か
ら
東
北
は
北
京
・
咸
7
府
・
上
京
へ
︑
南
は
南
京
へ
と
動

く
�
鈔
で
あ
る
︒
三
は
︑
陝
西
東
路
�
鈔
︒
中
都
・
南
京
・
京
兆
府

(現
陝
西
省
西
安
市
)
・
河
中
府

(
現
山
西
省
永
濟
市
西
南
)
・
潞
州

(現
山
西

省
長
治
市
)
で
見
錢
	
︒
陝
西
か
ら
河
中
を
經
て
︑
潞
州
・
中
都
も
し
く
は
南
京
に
動
く
�
鈔
で
あ
る
︒
四
は
︑
7
州
�
鈔
︒
中
都
・
南
京
・

7
州

(現
河
北
省
盧
龍
縣
)
・
保
州

(現
河
北
省
保
定
市
)
で
見
錢
	
︒
7
州
か
ら
中
都
・
保
州
・
南
京
へ
と
動
く
�
鈔
で
あ
る
︒
五
は
︑
陝
西
東

路
�
鈔
︒
中
都
・
南
京
・
京
兆
府
・
河
中
府
・
潞
州
で
見
錢
	
︒
三
と
同
じ
︒
六
は
︑
發
行
地
は
不
�
だ
が

(鳳
6
路
の
治
T
で
あ
る
鳳
6
府

(現
陝
西
省
鳳
6
縣
)
の
可
能
性
が
高
い
)
︑
中
都
・
南
京
・
7
涼
府

(現
甘
肅
省
7
涼
市
)
で
見
錢
	
︒
甘
肅
か
ら
中
都
ま
た
は
南
京
に
向
か
う
�

鈔
で
あ
る
︒
七
は
︑
泰
和
の
�
字
が
見
え
る
が
發
行
地
・
合
同
地
等
の
�
報
は
得
ら
れ
な
い
︒

鈔
版
は
偶
然
に
現
在
に
傳
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
�
鈔
が
當
時
の
�
�
な
�
�
路
を
移
動
し
て
中
都

(現
北
京
市
)
か
南
京

(現
開
封
市
)
に
至
る
も
の
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
�
営
の
よ
う
に
大
定
末
以
後
︑
�
鈔
は
し
だ
い
に
紙
�
	
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
性
格
を
變
え
つ
つ
も
︑
�
鈔
は
依
然
と
し
て
各
路
で
衣
な
る
鈔
�
を
も
ち
移
動
ル
ー
ト
を
指
定
し
︑
�
=
�
な
見
錢
	
は
路
內
で

な
け
れ
ば
特
定
の
}
[
地
で
し
か
實
現
で
き
な
か
っ
た
︒
鈔
�
か
ら
分
か
る
こ
と
は
商
人
の
自
由
活
動
に
�
さ
な
い
證
�
で
あ
り
︑
そ
の
�
味

で
は
紙
�
の
一
步
手
�
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

小

結

金
代
�
�
の
銅
錢
は
軍
事
荏
出
を
さ
さ
え
る
手
段
︑
�
鈔
は
銅
錢
を
}
[
地
に
お
く
る
手
段
で
あ
り
︑
社
會
の
經
濟
生
活
な
い
し
商
品
液
�

を
媒
介
す
る
手
段
で
は
な
か
っ
た
︒
�
�
の
�
貨
は
國
家
財
政
に
あ
っ
て
は
銅
錢
︑
社
會
に
あ
っ
て
は
實
物
貨
�
が
そ
の
機
能
を
は
た
し
た
︒

�
鈔
は
紙
�
で
な
く
︑
銅
錢
の
預
り
證
︑
そ
れ
に
基
づ
く
{
金
手
形
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
金
代
の
貨
�
制
度
は
一
一
九
〇
年
代
以
後
︑
大
き
く
變
	
す
る
︒
後
�
の
貨
�
制
度
に
つ
い
て
見
�
し
を
槪
括
�
に
言
え
ば
︑

一
︑
�
鈔
は
{
金
手
形
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
つ
つ
も
︑
俸
給
荏
給
や
P
稅
の
手
段
と
な
り
︑
事
實
上
︑
そ
の
行
5
に
制
限
が
な
く
な
り
︑
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紙
�
	
が
&
t
に
�
展
し
た
こ
と
︑
二
︑
銅
錢
の
行
5
は
後
¨
し
代
わ
っ
て
小
鈔
の
役
割
が
增
大
し
た
こ
と
︑
三
︑
銀
の
5
用
が
擴
大
し
た
こ

と
︑
と
一
應
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
金
�
の
�
貨
は
︑
�
�
の
錢
に
對
し
て
後
�
の
鈔
・
銀
へ
と
轉
奄
す
る(64

)
︒
し
か
し
な
が
ら

�
鈔
の
紙
�
	
は
發
行
額
の
&
激
な
增
大
と
一
體
で
�
行
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
變
	
は
︑
と
り
わ
け
一
二
一
一
年
の
モ
ン
ゴ
ル
©
入
と
一
二
一

四
年
の
南
京
�
都
に
よ
っ
て
加
t
し
た
︒
�
鈔
の
�
�
に
お
け
る
G
入
と
後
�
に
お
け
る
紙
�
	
は
︑
商
業
經
濟
の
發
展
で
は
な
く
︑
對
外
�

な
軍
事
�
緊
張
に
e
因
す
る
點
が
大
き
い
と
豫
想
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
︒
金
代
後
�
の
�
制
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
︒

�本
稿
の
略
稱
：
『金


﹄
卷
四
八
︑
食
貨
志
︑
錢
�
↓
『金


﹄
錢
�

(1
)

金
代
貨
�


の
硏
究
は
中
國
で
盛
ん
で
あ
る
︒
さ
し
あ
た
り
︑
王

德
¬
﹁
\
三
十
年
來
金
代
商
業
經
濟
硏
究
営

﹂
(﹃
中
國


硏
究
動

態
﹄
二
〇
〇
九
年
二
�
)︑
王
雷
・
趙
少
軍
﹁
金
代
貨
�
制
度
與
政

策
硏
究
綜
営
﹂
(﹃
中
國


硏
究
動
態
﹄
二
〇
一
六
年
一
�
)
等
の
學

說
の
紹
介
で
中
國
の
學
界
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

(2
)

加
�
繁
﹁
宋
金
貿
易
に
於
け
る
茶
錢
I
び
絹
に
つ
い
て
﹂
(﹃
荏
@

經
濟


考
證

下
卷
﹄
東
洋
�
庫
︑
一
九
五
二
年
︑
初
出
一
九
四
一

年
)︒

(3
)

曾
我
部
靜
雄
﹃
日
宋
金
貨
�
�
液


﹄
(寶
�
館
︑
一
九
四
九
年
)︒

(4
)

喬
幼
梅
﹁
金
代
貨
�
制
度
�
演
變
I
其
對
社
會
經
濟
�
影
%
﹂

(﹃
宋
遼
夏
金
經
濟


硏
究
﹄
齊
魯
書
社
︑
一
九
九
五
年
︑
初
出
一
九

八
三
年
)︒

(5
)

劉
森
﹃
宋
金
紙
�


﹄
(中
國
金
融
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
)︒

(6
)

李
埏
・
林
�
勳
﹃
宋
金
楮
�


繫
年
﹄
(雲
南
民
族
出
版
社
︑
一

九
九
六
年
)︒

(7
)

漆
俠
・
喬
幼
梅
﹃
遼
夏
金
經
濟



(
第
二
版
)﹄
(
河
北
大
學
出
版

社
︑
一
九
九
八
年
)︒

(8
)

張
婧
﹃
中
國
貨
�
�
	
傳
承
與
發
展

︱
︱
金
代
�
鈔
視
角

︱
︱
﹄
(
中
國
書
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
)︒

(9
)

汪
(
鐸
﹃
兩
宋
貨
�


﹄
(
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
)︒

(10
)

樓
鑰
﹃
攻
媿
集
﹄
卷
一
一
一
︑
北
行
日
錄
上
︑
乾
?
五
年

(一
一

六
九
)
十
二
>
十
日
辛
卯
︑

接
¯
T
得
私
覿
物
︑
盡
貨
于
此
︒
物
�
定
價
︑
責
付
行
人
︑
盡
取

見
錢
︑
分
附
衆
車
以
北
︑
歲
歲
如
此
︒
印
金
人
浚
民
膏
血
︑
以
實

巢
穴
︑
府
庫
多
在
上
京
諸
處
︑
故
河
南
之
民
貧
甚
︑
錢
亦
益
少
︒

塗
中
曾
±
蒲
簍
數
杠
︑
G
之
以
旗
︒
殿
以
二
騎
︒
或
云
其
中
皆
�

子
也
︒

汴
京

(開
封
)
で
の
こ
と
だ
が
︑
金
�
は
見
錢
を
ど
ん
ど
ん
上
京

(會
寧
府
)
等
處
の
府
庫
に
2
び
︑
河
南
の
民
閒
に
は
見
錢
が
少
な
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い
と
い
う
︒

(11
)

『金


﹄
錢
�
︑

(
�
昌
)
四
年
︑
⁝
⁝

(參
知
政
事
胥
)
持
國
曰
︑
如
江
南
用
銅

錢
︑
江
北
・
淮
南
用
鐵
錢
︑
蓋
以
[
閡
銅
錢
︑
不
令
"
界
爾
︒

草
野
靖
﹁
南
宋
時
代
淮
南
路
の
�
貨
問
題

︱
︱
鐵
錢
�
子
の
廢
復

を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
(﹃
東
洋
學
報
﹄
四
四

−

一
︑
一
九
六
二
年
)︒

(12
)

『金


﹄
錢
�
︑

海
陵
庶
人
貞
元
二
年
�
都
之
後
︑
戶
部
尙
書
蔡
松
年
復
鈔
引
法
︑

x
製
�
鈔
︑
與
錢
竝
用
︒

(13
)

『金


﹄
錢
�
︑

正
隆
二
年
︑
歷
四
十
餘
歲
︑
始
議
鼓
鑄
︒
冬
十
>
︑
初
禁
銅
越
外

界
︑
懸
罪
賞
格
︑
括
民
閒
銅
鍮
器
︑
陝
西
・
南
京
者
︑
輸
京
兆
︒

他
路
悉
輸
中
都
︒
三
年
二
>
︑
中
都
置
錢
監
二
︑
東
曰
寶
源
︑
西

曰
寶
豐
︑
京
兆
置
監
一
︑
曰
利
用
︒
三
監
鑄
錢
︑
�
曰
正
隆
�
寶
︑

輕
重
如
宋
小
7
錢
︑
而
肉
好
字
�
峻
整
"
之
︑
與
舊
錢
�
用
︒

『金


﹄
卷
四
六
︑
食
貨
志
︑
總
論
︑

初
用
遼
宋
舊
錢
︑
雖
劉
豫
T
鑄
︑
豫
廢
︑
亦
f
用
之
︒
正
隆
而
影
︑

始
議
鼓
鑄
︑
民
閒
銅
禁
甚
至
︑
銅
不
給
用
︑
漸
興
窰
冶
︒
凡
產
銅

地
/
︑
µ
¶
境
內
訪
察
無
·
︑
且
I
外
界
︑
而
民
用
銅
器
不
可
闕

者
︑
皆
.
於
官
而
鬻
之
︒
旣
而
官
不
¸
煩
︑
民
不
¸
病
︑
乃
聽
民

冶
銅
.
器
︑
而
官
爲
立
價
以
售
︑
此
銅
法
之
變
也
︒

外
界
と
は
境
內
に
對
應
す
る
語
で
あ
る
︒
な
お
正
隆
�
寶
の
鼓
鑄
を

開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
施
行
し
た
銅
禁
は
︑
銅
器
を
官
が
製
.
し
て

販
賣
す
る
內
容
で
あ
っ
た
が
︑
の
ち
に
民
閒
で
製
.
し
官
が
價
格
を

定
め
て
販
賣
す
る

(つ
ま
り
官
が
す
べ
て
買
い
上
げ
て
販
賣
す
る
)

方
式
に
轉
奄
し
た
と
い
う
︒
銅
禁
の
內
容
が
變
	
し
た
こ
と
を
﹁
銅

法
の
變
﹂
と
い
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
こ
の
時
�
が
い
つ
か
は
D
�
し

な
い
︒

(14
)

現
在
︑
正
隆
�
寶
は
傳
世
品
・
出
土
品
い
ず
れ
に
お
い
て
も
折
二

錢
以
上
の
大
錢
は
知
ら
れ
て
い
な
い
︒

(15
)

宮
澤
﹃
宋
代
中
國
の
國
家
と
經
濟

︱
︱
財
政
・
市
場
・
貨
�

︱
︱
﹄
(
創
�
社
︑
一
九
九
八
年
)
三
五
三
頁
︒

(16
)

『金


﹄
卷
五
︑
海
陵
︑
貞
元
元
年
三
>
乙
卯
︑

以
�
都
詔
中
外
︒
改
元
貞
元
︒
改
燕
京
爲
中
都
︑
府
曰
大
興
︑
汴

京
爲
南
京
︑
中
京
爲
北
京
︒

な
お
東
京
遼
陽
府
と
西
京
大
同
府
は
そ
の
ま
ま
︑
上
京
會
寧
府
は
上

京
を
除
き
︑
單
に
會
寧
府
と
稱
し
た
︒

『金


﹄
卷
五
︑
海
陵
︑
正
隆
四
年
正
>
辛
酉
︑
(卷
五
〇
︑
食
貨
志
︑

榷
場
に
も
同
趣
旨
の
記
事
あ
り
)

罷
鳳
6
・
¹
・
鄧
・
潁
・
蔡
・
鞏
・
洮
・
膠
西
諸
榷
場
︑
置
場
泗

州
︒

『宋


﹄
卷
一
八
六
︑
食
貨
志
︑
互
市
舶
法
︑

(
紹
興
)
二
十
九
年
︑
存
盱
眙
軍
榷
場
︑
餘
竝
罷
︒

『金


﹄
卷
五
︑
海
陵
︑

(
正
隆
四
年
二
>
丁
未
)
修
中
都
城
︑
.
戰
¼
于
�
州
︒
詔
諭
宰

臣
以
伐
宋
事
︒
j
諸
路
猛
安
謀
克
軍
年
二
十
以
上
・
五
十
以
下
者
︑

皆
籍
之
︒
雖
親
老
丁
多
亦
不
許
留
侍
︒
三
>
丙
辰
朔
︑
⁝
⁝
µ
5

分
詣
諸
?
總
管
府
督
.
兵
器
︒

(
正
隆
六
年
九
>
庚
寅
)
上
自
將
三
十
二
總
管
兵
伐
宋
︑
�
自
壽

春
︒
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(正
隆
六
年
十
>
丙
午
)
東
京
留
守
曹
國
公
烏
祿
卽
位
于
遼
陽
︑

改
元
大
定
︑
大
赦
︒
數
海
陵
"
惡
︒

(正
隆
六
年
十
一
>
甲
午
)
會
舟
師
于
瓜
洲
渡
︑
�
以
�
日
渡
江
︒

乙
未
︑
浙
西
兵
馬
都
瓜
制
完
顏
元
宜
等
軍
反
︑
@
±
弑
︑
�
︑
年

四
十
︒

(17
)

『金


﹄
卷
六
︑
世
祖
上
︑
大
定
五
年
正
>
己
未
︑

宋
�
問
5
魏
杞
等
以
國
書
來
︒
書
不
稱
大
︑
稱
姪
宋
皇
@
︑
稱
名
︑

再
拜
奉
書
于
叔
大
金
皇
@
︒
歲
�
二
十
萬
︒
辛
未
︑
詔
中
外
︒

(18
)

加
�
﹁
宋
と
金
國
と
の
貿
易
に
就
い
て
﹂
(
�
揭
﹃
荏
@
經
濟



考
證

下
卷
﹄︑
初
出
一
九
三
七
年
)︒

(19
)

『金


﹄
卷
四
四
︑
兵
志
︑
養
兵
之
法
︑

世
宗
大
定
三
年
︑
南
征
︑
軍
士
每
歲
可
荏
一
千
萬
貫
︑
官
府
止
�

二
百
萬
貫
︑
外
可
取
於
官
民
戶
︒
此
軍
須
錢
之
T
由
e
也
︒

(20
)

徐
夢
莘
﹃
三
�
北
À
會
Á
﹄
卷
一
八
一
︑
紹
興
七
年
十
一
>
十
八

日
︑
(
�
海
出
版
社
用
光
緖
四
年
越
東
排
印
本
景
印
)

金
人
得
豫
馬
四
萬
餘
Â
︑
在
京
�
錢
九
千
八
百
七
十
餘
萬
緡
︑
�

絹
二
百
七
十
萬
疋
・
金
一
百
二
十
萬
兩
・
銀
一
千
六
百
餘
萬
兩
・

糧
九
十
餘
萬
斛
︒
方
州
總
數
印
倍
之
︒

豫
之
廢
也
︑
汴
京
�
錢
九
千
八
百
七
十
餘
萬
緡
・
絹
二
百
七
十
餘

萬
Â
・
金
一
百
二
十
餘
萬
兩
・
銀
二
千
六
百
餘
萬
兩
・
糧
九
十
餘

萬
石
・
馬
四
萬
二
千
Â
︒
而
方
州
在
外
︑
不
在
此
數
︒

『三
�
北
À
會
Á
﹄
卷
一
八
一
︑
紹
興
七
年
十
一
>
十
八
日
丙
午
︑

(一
九
八
七
年
上
海
古
籍
出
版
社
用
光
緖
三
十
四
年
許
涵
度
刻
本
景

印
)金

人
得
豫
馬
四
萬
餘
Â
︑
在
京
�
錢
九
千
八
百
七
十
萬
緡
︑
�
絹

二
百
七
十
萬
Â
・
金
一
百
二
十
萬
兩
・
銀
六
千
萬
兩

(舊
校
云
︑

劉
豫
事
迹
作
銀
一
千
六
十
餘
萬
)
・
糧
九
十
餘
萬
石
︒
方
州
總
數

印
倍
之
︒

�
馬
二
萬
四
千
Â
︑
在
京
�
錢
九
千
八
百
七
十
餘
萬
貫
︑
�
絹
二

百
七
十
萬
Â
︑
�
金
一
百
二
十
萬
兩
︑
�
銀
二
百
萬
兩
︑
�
糧
九

十
萬
石
︒
方
州
在
外
︒

『宋


﹄
卷
四
七
五
︑
劉
豫
傳
︑

(紹
興
七
年
)
十
一
>
丙
午
︑
廢
豫
爲
蜀
王
︒
⁝
⁝
得
金
一
百
二

十
餘
萬
兩
・
銀
一
千
六
百
餘
萬
兩
・
米
九
十
餘
萬
斛
・
絹
二
百
七

十
萬
Â
・
錢
九
千
八
百
七
十
餘
萬
緡
︒

李
心
傳
﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
卷
一
一
七
︑
紹
興
七
年
十
一
>
丁

未
︑Ã

豫
之
廢
也
︑
汴
京
�
錢
九
千
八
百
七
十
餘
萬
緡
・
絹
二
百
七
十

餘
萬
Â
・
金
一
百
二
十
餘
萬
兩
・
銀
一
千
六
十
餘
萬
兩
・
糧
九
十

萬
斛
︑
而
方
州
不
在
此
數
︒

宇
�
懋
昭
﹃
大
金
國
志
﹄
卷
三
一
︑
齊
國
劉
豫
錄
︑
阜
昌
八
年
十
一

>
︑豫

之
廢
也
︑
�
馬
四
萬
二
千
︑
�
錢
九
千
八
百
七
十
餘
萬
緡
・
絹

二
百
七
十
萬
疋
・
金
百
二
十
萬
兩
・
銀
六
千
萬
兩
・
糧
九
十
萬
石
︑

方
州
不
在
此
數
︒

劉
豫
の
齊
を
廢
し
た
と
き
の
接
收
額
は
︑
錢
九
八
七
〇
餘
萬
貫
︑
金

一
二
〇
餘
萬
兩
︑
糧
九
〇
餘
萬
石
︑
絹
二
七
〇
餘
萬
Â
に
つ
い
て
は

四
種
の
�
獻
が
一
致
す
る
︒
馬
も
四
萬
餘
Â
と
見
て
差
し
荏
え
な
い

(二
萬
四
千
と
す
る
の
も
あ
る
が
)
︒
し
か
し
銀
に
は
一
六
〇
〇
餘
萬

兩
︑
二
六
〇
〇
餘
萬
兩
︑
六
〇
〇
〇
萬
兩
︑
二
〇
〇
萬
兩
︑
一
〇
六
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〇
萬
兩
︑
の
五
つ
の
T
傳
數
値
が
あ
り
︑
何
ら
か
の
�
り
を
含
む
︒

な
お
こ
れ
ら
の
接
收
額
は
汴
京
の
み
の
數
値
で
あ
り
︑
地
方
で
の
接

收
額
は
﹁
方
州
總
數
印
倍
之
﹂
も
し
く
は
﹁
方
州
不
在
此
數
﹂
と
い

う
︒
な
お
﹃
三
�
北
À
會
Á
﹄
の
內
容
・
性
格
に
つ
い
て
︑
陳
樂
素

﹁︽
三
�
北
À
會
Á
︾
考
﹂
(﹃
求
是
集

第
一
集
﹄
廣
東
人
民
出
版
社
︑

一
九
八
六
年
︑
T
收
︒
初
出
は
一
九
三
五
・
三
六
年
)
を
參
照
︒
ま

た
﹃
大
金
國
志
﹄
は
問
題
の
多
い
書
で
あ
る
︒﹃
大
金
國
志
校
證
﹄

(崔
�
印
校
證
︑
中
華
書
局
︑
一
九
八
六
年
)
の
崔
�
印
に
よ
る
�

言
を
參
照
︒

(21
)

陝
西
は
天
會
九
年

(一
一
三
一
)
十
一
>
に
加
え
ら
れ
た
︒
外
山

軍
治
﹃
金
�


硏
究
﹄
(東
洋


硏
究
會
︑
一
九
六
四
年
)
二
四
八

頁
︒

(22
)

『金


﹄
錢
�
︑

錢
�
︑
金
初
︑
用
遼
宋
舊
錢
︒
天
會
末
︑
雖
劉
豫
阜
昌
元
寶
・
阜

昌
重
寶
︑
亦
用
之
︒

宋
錢
の
ほ
か
︑
遼
錢
・
劉
豫
の
錢
も
用
い
ら
れ
︑
出
土
品
か
ら
は
開

元
�
寶
の
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
︒
三
宅
俊
彥
﹃
中
國
の
埋
め
ら
れ

た
錢
貨
﹄
(同
成
社
︑
二
〇
〇
五
年
)
九
四
～
一
〇
二
頁
︑
一
三
八

頁
︒
こ
れ
ら
の
閒
に
相
場
が
た
っ
た
と
い
う
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
︒

こ
の
記
事
に
は
見
え
な
い
が
︑
出
土
品
・
傳
世
品
に
は
阜
昌
�
寶
も

あ
る
︒
阜
昌
元
寶
は
小
7
錢
︑
阜
昌
�
寶
は
錢
徑
二
七

−

二
八
㎜
︑

阜
昌
重
寶
は
8
三
三
㎜
あ
り
︑
お
そ
ら
く
�
寶
は
折
二
錢
︑
重
寶
は

當
三
錢
と
推
定
さ
れ
る
︒

(23
)

彭
信
威
﹃
中
國
貨
�



第
三
版
﹄
(上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九

六
五
年
︑
一
九
八
八
年
重
版
)
四
五
一
頁
︑
高
聰
�
﹁
北
宋
銅
錢
鑄

.
額
﹂
(﹃
中
國


硏
究
﹄
一
九
九
〇
年
一
�
)︑
宮
澤
�
揭
﹃
宋
代

中
國
の
國
家
と
經
濟

︱
︱
財
政
・
貨
�
・
市
場
︱
︱
﹄
七
九
頁
︒

(24
)

金
宋
兩
國
閒
に
お
け
る
陝
西
の
歸
屬
の
經
"
を
鯵
單
に
ま
と
め
る

と
︑
一
一
三
七
年

(
天
會
十
五
︑
紹
興
七
)
︑
劉
豫
の
齊
を
廢
止
し
︑

3
一
一
三
八
年
︑
金
宋
第
一
,
和
議
が
成
立
︑
一
一
三
九
年
︑
河

南
・
陝
西
と
も
に
宋
に
R
S
︑
ま
も
な
く
和
議
が
破
綻
︑
一
一
四
〇

年
︑
金
が
河
南
・
陝
西
の
奪
S
を
目
指
し
て
宋
に
攻
め
入
り
︑
一
一

四
二
年

(
皇
瓜
二
︑
紹
興
十
二
)
淮
水
を
國
境
と
す
る
和
議
が
成
立
︑

陝
西
・
河
南
は
金
領
と
な
り
︑
兩
國
に
互
市
榷
場
が
開
設
さ
れ
た
︒

(25
)

宮
澤
�
揭
﹃
宋
代
中
國
の
國
家
と
經
濟

︱
︱
財
政
・
貨
�
・
市

場
︱
︱
﹄
六
〇
頁
︑
八
五

−

九
〇
頁
︒

(26
)

『金


﹄
卷
九
二
︑
毛
碩
傳
︑

天
德
二
年
︑
閏
陝
西
路
轉
2
5
︒
碩
以
陝
右
邊
荒
︑
種
藝
不
"

Å
・
粟
・
蕎
麥
︑
賦
入
甚
s
︒
市
井
�
易
惟
川
絹
・
乾
薑
︑
商
賈

不
�
︑
酒
稅
之
入
Æ
減
︒
Ç
視
汴
京
・
燕
京
例
︑
給
�
鈔
�
行
︒

(27
)

『大
金
國
志
﹄
卷
一
三
︑
海
陵
煬
王
上
︑

(
天
德
二
年
)
印
宋
時
︑
河
東
素
5
夾
錫
錢
︑
地
分
自
入
於
金
︒

凡
�
不
用
鐵
錢
者
︑
盡
拘
之
入
官
︑
官
中
每
鐵
錢
兩
貫
五
百
︑
作

一
J
︑
每
J
以
銅
錢
五
百
五
十
︑
貨
於
民
閒
︒
北
地
貴
鐵
︑
百
姓

多
由
火
山
軍
・
武
州
・
八
館
之
天
德
・
雲
內
︑
貨
鐵
於
北
方
︒
今

河
東
鐵
錢
殆
盡
︑
自
廢

(劉
)
豫
後
︑
至
於
陝
西
︑
鐵
錢
亦
液
而

"
北
矣
︒

『
大
金
國
志
﹄
卷
二
二
︑
東
海
郡
侯
上
︑

I
金
人
得
河
東
︑
廢
夾
錫
錢
︑
執
劉
豫
︑
印
廢
鐵
錢
︒
由
是
秦
晉

鐵
錢
︑
皆
歸
韃
靼
得
之
︑
x
大
作
軍
器
︑
而
國
以
益
强
︒
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(28
)

『金


﹄
錢
�
︑

世
宗
大
定
元
年
︑
用
¶
部
尙
書
張
中
彥
言
︑
命
陝
西
路
參
用
宋
舊

鐵
錢
︒

『金


﹄
錢
�
︑

(大
定
)
四
年
︑
È
不
行
︑
詔
︑
陝
西
行
戶
部
幷
兩
路
�
檢
官
︑

詳
究
其
事
︑
皆
言
︑
民
閒
用
錢
︑
名
與
鐵
錢
f
用
︑
其
實
不
爲
準

數
︑
公
私
不
V
︒
x
罷
之
︒

(29
)

『
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
卷
一
八
六
︑
紹
興
三
十
年
九
>
壬
午
︑

(正
隆
五
年
)

右
正
言
王
淮
言
︑
兩
淮
閒
︑
多
私
相
貿
易
之
�
︒
如
茶
牛
I
錢
寶

三
者
︑
國
家
利
源
T
在
︑
而
皆
巧
立
收
稅
︑
肆
行
莫
禁
︒
茶
於
蔣

州
私
渡
︑
貨
與
北
客
者
旣
多
︑
而
榷
場
�
貨
之
茶
少
矣
︒
牛
於
Ò

莊
私
渡
︑
每
歲
春
秋
三
綱
︑
至
七
八
萬
頭
︑
T
收
稅
錢
︑
固
無
o

矣
︒
若
錢
寶
則
�
甚
焉
︒
蓋
對
境
例
用
短
錢
︑
南
客
以
一
緡
"
淮
︑

則
爲
數
緡
之
用
︑
況
公
然
收
貫
頭
錢
︑
而
"
淮
者
︑
日
數
十
人
︒

其
É
漏
可
槪
見
矣
︒
帥
憲
�
知
相
與
掩
Ú
︑
W
詔
多
方
措
置
︑
革

去
宿
�
︒
從
之
︒

(30
)

『宋
會
�
輯
稿
﹄
食
貨
二
八

−

七
︑
鹽
法
︑
淳
煕
五
年
二
>
十
二

日
︑
(大
定
一
八
年
)

京
西
漕
司
�
管
官
張
廷
筠
言
︑
京
西
盜
販
解
鹽
︒
唯
光
	
軍
・

均
・
h
州
�
小
路
可
�
北
界
︑
私
販
甚
多
︑
緣
此
人
戶
r
食
解
鹽
︑

淮
鹽
絕
無
到
者
︒
然
易
鹽
︑
皆
中
國
之
錢
︒
聞
¹
鄧
閒
︑
錢
陌
以

一
二
十
數
當
百
︑
鹽
之
至
境
︑
�
數
倍
之
利
︑
乞
嚴
賜
禁
止
︑
於

京
西
去
處
措
置
︑
令
官
司
賣
鹽
︑
督
察
關
防
︑
則
解
鹽
自
不
�
︑

而
錢
�
不
至
<
9
︒
詔
本
路
帥
漕
臣
公

(同
？
)
共
加
�
︑
杜
絕

貿
易
解
鹽
︑
疾
t
條
具
以
聞
︒

(31
)

『宋
會
�
輯
稿
﹄
食
貨
三
八

−

四
二
︑
互
市
︑
乾
?
三
年
閏
七
>

十
二
日
︑
(大
定
七
年
)

尙
書
度
荏
郞
中
¹
瑑
言
︑
㐮
陽
府
榷
場
︑
每
客
人
一
名
入
北
界
�

易
︒
其
北
界
先
收
錢
一
貫
三
伯
︑
方
聽
入
榷
場
︑
T
將
貨
物
︑
印

�
稅
錢
︑
I
宿
食
之
用
︑
竝
須
見
錢
︒
大
8
一
人
�
彼
�
易
︑
非

將
見
錢
三
貫
不
可
︒
歲
>
計
之
︑
走
失
見
錢
︑
何
可
紀
極
︑
而
北

界
商
人
︑
未
�
一
人
"
㐮
陽
榷
場
者
︑
聞
於
光
州
・
棗
陽
私
相
�

易
︑
每
將
貨
來
︑
多
欲
見
錢
︑
仍
短
其
陌
︑
�
在
招
誘
︒
嗜
利
犇

湊
者
衆
︒
今
錢
荒
之
甚
︑
豈
容
闌
出
如
此
︒
乞
委
京
西
帥
漕
司
同

共
措
置
︒
從
之
︒

(32
)

『攻
媿
集
﹄
卷
一
一
一
︑
北
行
日
錄
上
︑
乾
?
五
年
十
二
>
三
日
︑

大
定
九
年
︑
宿
州
で
の
こ
と
︑

城
中
人
物
頗
繁
庶
︑
麪
每
斤
二
百
一
十
︑
粟
穀
每
斗
百
二
十
︑
粟

米
倍
之
︒
陌
以
六
十
︒

(33
)

『攻
媿
集
﹄
卷
一
一
二
︑
北
行
日
錄
下
︑
乾
?
六
年
庚
寅
正
>
十

五
日
︑
相
州
で
の
こ
と
︑

問
絹
帛
價
︑
云
︑
好
絹
每
疋
二
貫
五
百
�
︑
絲
每
兩
百
五
十
�

(
竝
六
十
陌
)︒

(34
)

『金


﹄
錢
�
︑

(
大
定
二
十
年
)
二
>
︑
上
聞
︑
上
京
修
內
T
︑
市
民
物
︑
不
卽

與
直
︑
印
用
短
錢
︒
責
宰
臣
曰
︑
如
此
小
事
︑
l
豈
能
悉
知
︒
卿

等
何
爲
不
察
也
︒
時
民
閒
以
八
十
爲
陌
︑
謂
之
短
錢
︒
官
用
足
陌
︑

謂
之
長
錢
︒
大
名
男
子
斡
魯
補
者
上
言
︑
謂
︑
官
私
T
用
錢
︑
皆

當
以
八
十
爲
陌
︒
x
爲
定
制
︒
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(35
)

『中
國
錢
�
大
辭
典

遼
西
夏
金
卷
﹄
(中
華
書
局
︑
二
〇
〇
五

年
)
三
九
一

−

四
〇
一
頁
︒

(36
)

宮
澤
�
揭
﹃
宋
代
中
國
の
國
家
と
經
濟

︱
︱
財
政
・
貨
�
・
市

場
︱
︱
﹄
二
八
九
頁
︒

(37
)

『金


﹄
錢
�
︑

(大
定
)
十
三
年
︑
命
非
屯
兵
之
州
府
︑
以
錢
市
易
金
帛
︑
2
致

京
師
︑
5
錢
�
液
�
︑
以
濟
民
用
︒

(38
)

『金


﹄
卷
七
︑
世
宗
中
︑
大
定
十
九
年
八
>
戊
戌
︑
(ま
た
﹃
金



﹄
錢
�
)

以
宋
大
觀
錢
當
五
用
︒

北
宋
の
大
觀
�
寶
は
小
7
錢
か
ら
折
二
︑
當
三
︑
當
五
︑
當
十
ま
で

五
種
類
あ
り
︑
大
き
さ
が
衣
な
る
︒
も
と
も
と
金
代
の
�
用
錢
の
�

力
は
北
宋
錢
で
あ
り
︑
大
小
の
錢
貨
は
大
き
さ
�
り
の
�
値
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
︒
大
定
二
十
年
に
當
五
に
指
定
さ
れ
た
大
觀
錢
は
︑

數
量
の
多
い
小
7
錢
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
ま
た
大
觀
以
外

の
北
宋
年
號
錢
は
從
來
�
り
の
�
値
だ
と
推
測
で
き
る
︒
か
ず
あ
る

北
宋
年
號
錢
か
ら
大
觀
錢
が
Ð
ば
れ
た
理
由
は
不
�
で
あ
る
︒

(39
)

『金


﹄
錢
�
︑

(大
定
)
十
八
年
︑
代
州
立
監
鑄
錢
︒
命
震
武
軍
�
度
5
李
天

吉
・
知
保
德
軍
事
高
季
孫
︑
�
監
之
︑
而
T
鑄
斑
�
黑
澁
︑
不
可

用
︒
詔
�
天
吉
・
季
孫
等
官
兩
階
解
職
︑
仍
�
季
孫
八
十
︑
�
命

工
部
郞
中
張
大
�
・
¶
部
員
外
郞
Å
珪
監
鑄
︒
其
錢
�
曰
︑
大
定

�
寶
︑
字
�
肉
好
︑
印
¸
正
隆
之
制
︒
世
傳
其
錢
料
Ò
用
銀
云
︒

『金


﹄
錢
�
︑

(大
定
)
二
十
年
十
一
>
︑
名
代
州
監
曰
阜
�
︒
設
監
一
員
正
五

品
︑
以
州
�
度
f
領
︑
副
監
一
員
正
六
品
︑
以
州
同
知
f
領
︑
丞

一
員
正
七
品
︑
以
觀
察
D
官
f
領
︑
設
勾
當
官
二
員
從
八
品
︑
給

銀
�
︑
命
副
監
I
丞
︑
�
馳
驛
經
理
︒

(40
)

『
金


﹄
錢
�
︑

(大
定
)
十
九
年
︑
始
鑄
︑
至
萬
六
千
餘
貫
︒

(41
)

『
金


﹄
錢
�
︑

(大
定
)
二
十
三
年
︑
上
以
阜
�
監
鼓
鑄
歲
久
︑
而
錢
不
加
多
︒

蓋
以
代
州
長
貮
廳
幕
f
領
︑
而
奪
於
州
務
︑
不
得
專
�
綜
理
故
也
︒

x
設
副
監
・
監
丞
爲
正
員
︑
而
以
�
度
領
監
事
︒

(42
)

『
金


﹄
卷
八
︑
世
宗
下
︑
大
定
二
十
七
年
二
>
癸
未
︑

命
曲
陽
縣
置
鑄
錢
監
︑
賜
名
利
�
︒

『
金


﹄
錢
�
︑

(
大
定
)
二
十
七
年
二
>
︑
曲
陽
縣
鑄
錢
︑
別
爲
一
監
︑
以
利
�

爲
名
︑
設
副
監
・
監
丞
︑
給
驛
�
出
經
營
銅
事
︒

(43
)

『金


﹄
卷
一
二
八
︑
劉
煥
傳
︑

代
州
錢
監
︑
雜
靑
銅
鑄
錢
︑
錢
色
惡
類
鐵
錢
︑
民
閒
盜
鑄
︑
扺
罪

者
衆
︑
�
廷
患
之
︒

『
金


﹄
卷
九
七
︑
張
大
�
傳
︑

�
工
部
郞
中
︑
時
阜
�
監
鑄
錢
法
�
︑
與
¶
部
員
外
郞
Å
珪
涖
其

事
︑
積
銅
皆
窳
惡
︑
或
欲
1
民
先
T
給
直
︒

(44
)

『金


﹄
錢
�
︑

今
阜
�
・
利
�

(
標
點
本
に
よ
る
)
兩
監
︑
歲
鑄
錢
十
四
萬
餘
貫
︑

而
歲
T
費
乃
至
八
十
餘
萬
貫
︑
病
民
而
多
費
︑
未
見
其
利
V
也
︒

宰
臣
以
聞
︑
乃
罷
代
州
・
曲
陽
二
監
︒

『
金


﹄
卷
九
︑
違
宗
一
︑
大
定
二
十
九
年
十
二
>
丙
戌
︑
詔
罷
鑄
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錢
︒

(45
)

『金


﹄
卷
四
六
︑
食
貨
志
の
總
論
に
︑

官
田
曰
租
︑
私
田
曰
稅
︒
租
稅
之
外
︑
筭
其
田
園
・
屋
舍
・
車

馬
・
牛
羊
・
樹
藝
之
數
︑
I
其
藏
鏹
多
寡
︑
1
錢
曰
物
力
︒
物
力

之
1
︑
上
自
公
卿
大
夫
︑
下
Ã
民
庶
︑
無
苟
免
者
︒
\
臣
出
5
外

國
︑
歸
必
增
物
力
錢
︑
以
其
~
饋
·
也
︒
猛
安
謀
克
戶
印
�
T
謂

牛
頭
稅
者
︒
宰
臣
�
P
此
稅
︑
庭
陛
閒
諮
I
其
增
減
︑
則
州
縣
1

求
於
小
民
︑
蓋
可
知
矣
︒
故
物
力
之
外
︑
印
�
鋪
馬
・
軍
須
・
輸

庸
・
司
¶
・
河
夫
・
桑
皮
故
紙
等
錢
︑
名
目
瑣
細
︑
不
可
殫
営
︒

と
あ
り
︑
錢
P
の
稅
目
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
︒

(46
)

『金


﹄
錢
�
に
同
趣
旨
の
記
事
が
あ
る
︒

(47
)

『金


﹄
錢
�
︑

(
�
昌
)
五
年
三
>
︑
宰
臣
奏
︑
民
閒
錢
T
以
艱
得
︑
以
官
豪
家

多
積
故
也
︒
在
¹
元
和
閒
︑
嘗
限
富
家
錢
"
五
千
者
死
︑
王
公
重

貶
沒
入
︑
以
五
之
一
賞
吿
者
︒
上
令
參
Ø
定
制
︒
令
官
民
之
家
以

品
從
物
力
限
見
錢
︑
多
不
"
二
萬
貫
︒
猛
安
謀
克
則
以
牛
具
爲
差
︑

不
得
"
萬
貫
︒
凡
�
T
餘
︑
盡
令
易
諸
物
收
貯
之
︒
�
能
吿
數
外

留
錢
者
︑
奴
婢
免
爲
良
︑
傭
者
出
離
︑
以
十
之
一
爲
賞
︑
餘
皆
沒

入
︒

(48
)

『金


﹄
錢
�
︑

(承
安
三
年
)
九
>
︑
以
民
閒
鈔
滯
︑
盡
以
一
貫
以
下
�
鈔
易
錢

用
之
︑
x
復
減
元
限
之
數
︑
�
定
官
民
存
留
錢
法
︒
三
分
爲
a
︑

親
王
・
公
�
・
品
官
許
留
一
分
︑
餘
皆
�
之
︒
其
贏
餘
之
數
︑
�

五
十
日
內
︑
盡
易
諸
物
︒
�
者
以
�
制
論
︑
以
錢
賞
吿
者
︒
於
兩

行
部
各
置
囘
易
務
︑
以
綿
絹
物
段
易
銀
鈔
︑
亦
許
本
務
P
銀
鈔
︑

赴
榷
場

(
務
の
訛
字
)
出
鹽
引
︑
P
鈔
於
山
東
・
河
北
・
河
東
等

路
︑
從
V
易
錢
︒
各
影
補
官
I
德
號
空
敕
三
百
・
度
牒
一
千
︑
從

兩
行
部
指
定
處
︑
限
四
>
�
P
補
奄
︒
印
�
.
一
百
例
小
鈔
︑
竝

許
官
庫
易
錢
︒
一
貫
・
二
貫
例
竝
荏
小
鈔
︑
三
貫
例
則
荏
銀
一

兩
・
小
鈔
一
貫
︑
若
五
貫
・
十
貫
例
︑
則
四
分
荏
小
鈔
・
六
分
荏

銀
︑
欲
得
寶
貨
者
聽
︒
�
阻
滯
I
輒
減
價
者
罪
之
︒

『
金


﹄
卷
一
一
︑
違
宗
三
︑
承
安
三
年
十
>
丁
亥
︑

定
官
民
存
留
見
錢
之
數
︒
設
囘
易
務
︑
�
立
行
用
鈔
法
︒

同
じ
記
事
だ
が
︑
食
貨
志
と
本
紀
で
︑
施
行
の
>
が
衣
な
る
︒

(49
)

『金


﹄
卷
一
二
︑
違
宗
四
︑
泰
和
四
年
七
>
甲
戌
︑
罷
限
錢
法
︒

ま
た
﹃
金


﹄
錢
�
︒

(50
)

曾
我
部
靜
雄
﹃
紙
�
發
�


﹄
(
印
刷
廳
︑
一
九
五
一
年
)
八
五

頁
︑
彭
信
威
�
揭
﹃
中
國
貨
�



第
三
版
﹄
五
五
〇
頁
︑
劉
森
�

揭
﹃
宋
金
紙
�


﹄
二
一
五
頁
︑
漆
俠
・
喬
幼
梅
�
揭
﹃
遼
夏
金
經

濟



(第
二
版
)﹄
三
八
〇
頁
︑
張
婧
�
揭
﹃
中
國
貨
�
�
	
傳
承

與
發
展

︱
︱
金
代
�
鈔
視
角
︱
︱
﹄
六
一
頁
︒
喬
幼
梅
�
揭
﹁
金

代
貨
�
制
度
�
演
變
I
其
對
社
會
經
濟
�
影
%
﹂
九
六
頁
︒

(51
)

高
橋
弘
臣
﹃
元
�
貨
�
政
策
成
立
"
�
の
硏
究
﹄
(東
洋
書
院
︑

二
〇
〇
〇
年
)
六
七

−

六
八
頁
︑
九
一

−

九
二
頁
︒

(52
)

宮
澤
﹁
北
宋
�
子
論
﹂
(
三
木
聰
Á
﹃
宋

−

淸
代
の
政
治
と
社
會
﹄

Ú
古
書
院
︑
二
〇
一
七
年
)︒

(53
)

『金


﹄
卷
五
︑
海
陵
︑
貞
元
二
年
︑

(
五
>
)
丁
卯
︑
始
置
�
鈔
庫
︑
設
5
副
員
︒

七
>
庚
申
︑
初
設
鹽
鈔
香
茶
�
引
印
.
庫
5
副
︒

(54
)

『
金


﹄
卷
五
六
︑
百
官
志
︑
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�
鈔
庫
5

(舊
正
八
品
︑
後
陞
從
七
品
︑
貞
祐
復
)
掌
諸
路
�
鈔
︑

I
檢
勘
錢
鈔
奄
易
收
荏
之
事
︑
副
5
從
八
品
︑
掌
書
押
印
合
同
︑

D
官
正
九
品

(貞
祐
二
年
︑
作
從
九
品
)︑
都
監
二
員

(見
泰
和

令
)︒

印
.
鈔
引
庫

(大
安
二
年
︑
f
抄
紙
坊
)
5
從
八
品
︑
副
正
九
品
︑

D
正
九
品
︑
掌
監
視
印
.
勘
�
諸
路
�
鈔
・
鹽
引
︑
f
提
Û
抄
.

鈔
引
紙

(承
安
四
年
︑
罷
四
小
庫
︑
Z
罷
庫
D
四
員
︑
至
寧
元
年
︑

設
二
員
︑
貞
祐
二
年
︑
作
從
九
品
)︒

(55
)

『金


﹄
錢
�
に
︑

承
安
二
年
十
>
︑
宰
臣
奏
︑
舊
立
�
鈔
法
︑
凡
以
舊
易
怨
者
︑
每

貫
取
工
墨
錢
十
五
�
︒
至
大
定
二
十
三
年
︑
不
拘
貫
例
︑
每
張
收

八
�
︑
旣
無
益
於
官
︑
亦
妨
鈔
法
︒

と
あ
り
︑
大
定
二
十
三
年
以
�
に
﹁
�
鈔
法
﹂
の
あ
る
こ
と
が
見
え

る
︒
貞
元
二
年
か
ら
大
定
二
十
三
年
ま
で
の
二
十
九
年
閒
に
�
鈔
に

關
わ
る
規
定
が
鈔
引
法
か
ら
獨
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒
ま
た
﹃
金



﹄
卷
九
七
︑
張
亨
傳
に
︑
世
宗
の
大
定
年
閒
︑
戶
部
尙
書
の
と
き
︑

時
車
駕
東
Ü
︑
費
用
百
出
︑
自
遼
以
東
︑
泉
貨
甚
少
︒
計
司
患
其

不
給
︑
欲
輦
2
以
荏
j
度
︒
亨
謂
︑
上
京
Ý
都
四
千
里
︑
若
輓
錢

而
行
︑
是
a
三
而
致
一
也
︒
不
獨
枉
費
國
用
︑
無
乃
重
勞
民
力
乎
︒

不
若
行
會
V
法
︑
5
行
旅
V
於
囊
槖
︑
國
家
無
轉
輸
之
勞
︑
而
用

自
足
矣
︒

と
あ
り
︑﹃
欽
定
續
�
獻
�
考
﹄
卷
八
︑
錢
�
考
︑
鈔
は
︑
こ
の
東

Ü
を
世
宗
大
定
十
三
年
三
>
に
繫
年
し
﹁
東
Ü
以
2
錢
勞
費
︑
行
會

法
﹂
と
い
う
︒﹁
會
V
法
﹂﹁
會
法
﹂
と
は
會
子
の
法
の
�
味
だ
ろ
う
︒

ま
た
本
�
旣
引
の
范
成
大
﹃
攬
轡
錄
﹄
に
︑
�
鈔
の
こ
と
を
官
會
と

呼
ん
で
い
る
︒﹁
V
﹂
と
は
V
錢
・
V
奄
の
�
味
で
{
金
手
形
で
あ

る
︒
會
V
法
︑
會
法
と
は
�
鈔
に
關
わ
る
規
定
に
�
い
な
い
︒
大
定

十
三
年
に
�
鈔
法
が
鈔
引
法
か
ら
獨
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒

(56
)

『金


﹄
卷
一
二
五
︑
蔡
松
年
傳
︑

天
德
初
︑
B
¶
部
侍
郞
︑
俄
�
戶
部
尙
書
︒
海
陵
�
中
都
︑
徙
榷

貨
務
︑
以
實
都
城
︑
復
鈔
引
法
︑
皆
自
松
年
ß
之
︒

(57
)

本
�
第
二
違
第
二
�
に
引
用
す
る
現
存
の
�
鈔
版
の
三
︒
な
お
現

存
の
�
鈔
版
に
は
︑﹁
尙
書
戶
部
委
差
官

(押
)﹂
も
し
く
は
﹁
尙
書

戶
部
勾
當
官

(
押
)﹂
の
�
言
が
あ
り
︑
中
央
か
ら
擔
當
者
が
à
µ

さ
れ
た
こ
と
も
分
か
る
︒

(58
)

『大
金
國
志
﹄
卷
一
三
︑
紀
年
︑
海
陵
煬
王
上
︑
貞
元
二
年
正
>

に
︑始

置
�
鈔
庫

時
以
銅
少
.
鈔
引
︑
一
貫
・
二
貫
・
三
貫
・
四
貫
・
五
貫
・
十
貫

六
等
︑
謂
之
大
鈔
︑
一
百
・
二
百
・
三
百
・
五
伯
・
七
伯
五
等
︑

謂
之
小
鈔
︑
與
錢
竝
用
︑
以
七
年
爲
限
︑
P
舊
易
怨
︒
諸
路
置
官

庫
~
之
︑
每
貫
工
墨
錢
十
五
�
︑
公
私
V
焉
︒

と
い
う
記
事
が
あ
り
︑
貞
元
二
年
に
大
小
の
�
鈔
を
つ
く
っ
た
と
�

言
す
る
︒
小
鈔
が
貞
元
二
年
に
發
行
さ
れ
た
と
す
る
說
の
�
料
�
根

據
な
の
だ
ろ
う
︒
し
か
し
こ
の
記
事
に
は
不
審
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

大
鈔
が
六
等
あ
る
と
い
う
點
︑
怨
舊
�
鈔
の
倒
奄
に
つ
い
て
﹁
諸
路

置
官
庫
~
之
﹂
と
す
る
點
で
あ
る
︒
�
者
は
何
ら
か
の
�
り
で
あ
る

が
︑
後
者
は
後

(
大
定
二
十
九
年
以
後
)
の
內
容
で
あ
る
︒
こ
の
記

事
は
á
用
で
き
な
い
︒

(59
)

劉
森
は
�
揭
﹃
宋
金
紙
�


﹄
で
小
鈔
の
G
入
を
承
安
二
年

(一
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一
九
七
)
あ
る
い
は
�
昌
年
閒

(一
一
九
〇

−

一
一
九
六
)

(二
一

七
頁
︑
二
三
四

−

二
三
七
頁
)
と
す
る
︒

(60
)

『金


﹄
錢
�
︑

(
�
昌
三
年
)
五
>
︑
敕
尙
書
省
曰
︑
民
閒
液
轉
�
鈔
︑
當
限
其

數
︑
毋
令
多
於
見
錢
也
︒

(61
)

仁
井
田
陞
﹃
補
訂

中
國
法
制


硏
究

土
地
法
・
取
引
法
﹄

(東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
八
〇
年
)
五
九
一
頁
に
よ
る
と
︑
不
動

產
の
典
質
・
賣
買
の
と
き
兩
當
事
者
が
一
�
ず
つ
契
8
書
を
作
成
し
︑

二
�
の
契
8
書
の
合
わ
せ
目
に
字
號
を
記
し
た
︒
預
り
證
・
{
金
手

形
は
︑
不
動
產
取
引
と
は
�
う
が
︑
關
係
官
廳
が
證
�
の
眞
僞
を
保

證
す
る
た
め
合
同
の
手
續
き
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(62
)

合
同
�
鈔
に
つ
い
て
︑﹃
金


﹄
卷
九
九
︑
孫
鐸
傳
に
︑

泰
和
二
年
十
二
>
︑
上
召
鐸
・
戶
部
侍
郞
張
復
亨
議
�
鈔
︒
復
亨

曰
︑
三
合
同
鈔
可
行
︑
鐸
Ç
廢
不
用
︑
詰
難
久
之
︑
復
亨
議
詘
︒

と
あ
り
︑
三
箇
T
の
合
同
の
地
域
を
定
め
る
三
合
同
�
鈔
は
︑
泰
和

二
年
十
二
>
存
續
か
廢
止
か
が
檢
討
さ
れ
︑
結
局
廢
止
さ
れ
た
︒

﹃
金


﹄
錢
�
に
や
や
詳
し
い
記
事
が
あ
る
︒
そ
こ
で
は
﹁
先
是
︑

嘗
行
三
合
同
�
鈔
︑
至
泰
和
二
年
⁝
⁝
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
十
二
>
で

な
く
閏
十
二
>
と
な
っ
て
い
る
︒
泰
和
二
年
の
時
點
で
確
Q
で
き
る

三
合
同
�
鈔
は
︑
大
定
二
十
九
年
の
�
鈔
之
制
で
G
入
さ
れ
た
も
の

で
あ
る

(本
�
引
用
の


料
⑶
⑷
)︒
泰
和
二
年
に
廢
止
さ
れ
た
三

合
同
�
鈔
は
︑
ま
も
な
く
復
活
し
た
ら
し
い
︒
泰
和
七
年
の
記
事
に

﹁
合
同
奄
錢
﹂
が
現
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meant that this book was destined to be scattered and lost as time passed. As a

result, extant passages in reference books refer mainly to the history of higher-

ranking officials. The descriptions of these passages, which combine the world of

Confucian classics and real history, would affect subsequent political works such as

the Tang Liudian, serving as a model of governmental description that integrates

ritual and history.

THE MONETARY SYSTEM DURING THE FIRST HALF OF

THE JIN DYNASTY

MIYAZAWA Tomoyuki

The history of money during the Jin 金 dynasty can be divided into two periods, one

before and one after the 1190ʼs. This paper deals with the system during the former

period. The monetary policy of the Jin dynasty is assumed to have inherited most of

copper coins of the Northern Song 北宋. The attack of Hailingwang 海陵王 on the

Song had rapidly reduced the central governmentʼs cash holdings. In the private

sector, there was a serious shortage of cash, but, on the other hand, local

governments held massive cash reserves. I cannot agree with the view that sees the

cash shortage as having been caused by the development of commerce. Jiaochao !

鈔, which was a feature of the Jin monetary system, was a cash deposit certificate

used in the former period as a remittance draft. The jiaochao was not paper money.

Tongqian 銅錢 and jiaochao acted as financial means for securing military goods,

not for mediating the development of commercial transactions.

A BASIC STUDY OF HISTORICAL RECORDS ABOUT

THE BYEONGJA WAR :

THE NAMHAN ILGI AND YI DOJANGʼS SEUNGJEONGWON ILGI

SUZUKI Kai

Among the historical records describing the invasion of Korea by Qing Taizong

Hongtaiji in 1636-1637, the Byeongjalok 丙子錄, written by the Korean La Manggab

羅萬甲, is the most famous. Many editions of the book were produced, and it exists

in Korea and Japan. However, in order to know the history of the Joseon Dynasty
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