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東
洋
史
論
集
四
一

朝

鮮

後

期

巌

布

の

山

本

進

は

じ

め

に

近
世
東
ア
ジ
ア
で
に
金
・
銀
・
銅
銭
な
ど
の
金
属
貨
幣
が
広
範
に
使
用
さ
れ
た
。
朝
鮮
で
も
壬
辰
倭
乱
を
契
機
と
し
て
一
六
世
紀
末
よ
り

銀
が
部
分
的
に
使
用
さ
れ
始
め
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
は
常
平
通
宝
と
銘
打
た
れ
た
銅
銭
が
市
中
に
相
当
量
投
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
朝
鮮
の
貨
幣
経
済
が
中
国
や
日
本
と
決
定
的
に
異
な
る
点
は
、
銀
や
銅
銭
の
登
場
後
も
綿
布
や
穀
物
な
ど
使
用
価
値
を
有
す
る
現
物

が
貨
幣
と
し
て
の
機
能
を
失
わ
ず
、
王
朝
末
期
ま
で
交
換
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。

本
来
貨
幣
と
は
貴
金
属
や
コ
イ
ン
・
紙
券
な
ど
生
活
手
段
と
し
て
の
価
値
（
使
用
価
値
）
を
有
し
な
い
物
貨
が
国
家
の
強
制
や
社
会
の
合

意
に
よ
っ
て
商
品
交
換
の
媒
体
と
し
て
の
機
能
を
賦
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
綿
布
や
穀
物
な
ど
使
用
価
値
を
有
す
る
物
貨
は
そ
れ

自
体
が
絶
え
ず
生
産
さ
れ
消
費
さ
れ
る
商
品
で
あ
る
た
め
、
貨
幣
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
に
く
い
。
何
故
な
ら
貨
幣
は
そ
の
流
通
圏
内
で

長
期
的
に
価
値
を
維
持
し
続
け
、
諸
商
品
の
価
値
規
準
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
綿
布
や
穀
物
な
ど
農
産
物
由
来
の
物
貨
は
季
節
や

収
穫
量
に
よ
っ
て
価
値
が
常
に
変
動
す
る
し
、
ま
た
虫
喰
い
や
変
質
・
腐
敗
に
よ
り
比
較
的
短
期
間
で
使
用
価
値
が
低
下
す
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
て
言
え
ば
、
銀
貨
や
銅
銭
は
採
鉱
か
ら
製
錬
を
経
て
鋳
造
に
至
る
ま
で
相
当
の
手
間
暇
を
要
す
る
の
で
市
場
で
の
流
通
量
は
安
定
し
て

い
る
の
に
対
し
、
綿
布
や
穀
物
は
一
般
庶
民
が
簡
単
に
生
産
で
き
る
し
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
消
費
さ
れ
る
の
で
、
流
通
量
が
一
定
し
な
い
。
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更
に
金
属
と
違
っ
て
経
年
劣
化
が
早
い
の
で
、
価
値
保
存
手
段
と
し
て
も
適
さ
な
い
。
従
っ
て
綿
布
や
穀
物
な
ど
の
現
物
を
貨
幣
と
し
て
使

用
す
る
社
会
で
は
、
他
の
商
品
を
売
買
す
る
商
人
は
当
該
商
品
の
価
値
変
動
に
加
え
現
物
貨
幣
の
価
値
変
動
も
見
越
し
て
商
業
活
動
を
営
ま

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
現
物
貨
幣
の
経
年
劣
化
も
加
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
総
じ
て
現
物
貨
幣
（
物
品
貨
幣
）
は
市
場
経
済
に
不

適
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
朝
鮮
社
会
で
は
何
故
現
物
貨
幣
が
永
ら
く
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

綿
布
と
穀
物
を
比
較
す
る
と
、
季
節
に
よ
る
価
格
変
動
が
起
こ
り
に
く
く
劣
化
の
進
行
が
緩
や
か
な
物
貨
は
前
者
で
あ
る
。
従
っ
て
布
貨

（
綿
布
貨
幣
）
に
つ
い
て
は
比
較
的
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
使
用
価
値
と
交
換
価
値
が
並
存
す
る
と
い
う
矛
盾
を
止
揚

す
る
に
は
至
ら
ず
、
む
し
ろ
使
用
価
値
の
桂
桔
か
ら
解
放
さ
れ
た
粗
悪
布
に
つ
い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
先
行
研
究
に
よ
り
粗
悪
布

の
歴
史
を
総
覧
す
る
と
、
朝
鮮
政
府
が
正
布
と
認
め
た
綿
布
の
規
格
は
長
さ
三
五
尺
・
幅
七
寸
・
縦
糸
数
五
升
（
一
升
H
八
O
本
）
で
あ
っ

た
が
、
早
く
も
世
宗
末
年
よ
り
規
格
外
綿
布
の
流
通
が
見
え
始
め
、
成
宗
期
に
は
三
五
尺
に
満
た
な
い
尺
短
布
の
流
通
や
二
・
三
・
四
端
を

継
ぎ
合
わ
せ
て
一
匹
と
す
る
慣
行
が
問
題
と
な
っ
た
。
続
く
燕
山
君
期
か
ら
は
三
升
・
四
升
の
粗
悪
布
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
燕
山
君

が
瑞
葱
台
を
造
営
す
る
た
め
苛
数
訴
求
を
行
い
、
人
民
が
旧
衣
敗
裂
を
紡
ぎ
直
し
て
粗
悪
布
を
納
税
し
た
た
め
、
後
に
粗
悪
布
を
瑞
葱
台
布

と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
燕
山
君
を
追
放
し
た
中
宗
も
粗
悪
布
を
駆
逐
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
二
升
布
ま
で
も
が
出
現
す
る
に
至
っ
た
。

政
府
は
粗
悪
布
の
使
用
を
禁
止
し
た
が
、
市
場
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た

2
0
但
し
常
平
通
宝
が
登
場
し
、
粗
悪
布
の
活
躍

の
場
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
っ
た
一
七
世
紀
以
降
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

尺
短
布
や
二
升
・
三
升
・
四
升
布
は
全
く
無
価
値
で
は
な
い
が
、
衣
服
を
縫
製
す
る
に
は
適
さ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
え
て
粗
悪
布

が
製
造
さ
れ
流
通
し
た
の
に
は
何
ら
か
の
必
要
性
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
先
行
研
究
の
中
で
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
察
し
た
須
川
英
徳
は
、

粗
悪
布
の
出
現
時
期
が
一
五
世
紀
後
半
よ
り
凶
年
を
き
っ
か
け
に
発
生
し
た
場
門
と
呼
ば
れ
る
地
方
場
市
の
登
場
と
一
致
す
る
こ
と
に
注
目

し
、
場
市
の
発
達
が
小
額
貨
幣
の
需
要
を
生
み
、
そ
の
役
割
を
粗
悪
布
が
担
っ
た
と
捉
え
た
。
須
川
は
更
に
こ
の
現
象
が
黒
田
明
伸
の
言
う

「
支
払
協
同
体
」
に
相
当
す
る
と
考
え
た
（
2）

O

と
こ
ろ
が
黒
田
が
中
国
史
で
措
定
し
た
「
支
払
協
同
体
」
と
は
貨
幣
の
行
使
や
決
済
の
方
法
を
共
有
す
る
地
域
や
集
団
の
こ
と
で
あ
る
。

朝
鮮
後
期
の
鹿
布
（
山
本
）
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東
洋
史
論
集
四
一

確
か
に
両
者
と
も
定
期
市
や
市
鎮
程
度
の
狭
い
交
易
圏
を
指
し
て
は
い
る
が
、
行
使
や
決
済
の
在
り
方
は
全
く
異
な
る
。
中
国
の
場
合
、
百

枚
に
満
た
な
い
銅
銭
の
束
を
百
文
と
見
な
す
短
陪
慣
行
や
両
替
商
が
振
り
出
す
一
覧
払
い
手
形
で
あ
る
銭
票
の
流
通
範
囲
が
「
支
払
協
同
体
」

ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
と
黒
田
は
論
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
金
属
貨
幣
で
あ
る
銅
銭
の
行
使
と
そ
れ
を
相
当
量
保
有
す
る
商
人
の
信
用
を
前

提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
朝
鮮
の
粗
悪
布
は
、
そ
れ
と
引
き
替
え
に
鏑
銭
の
よ
う
な
金
属
貨
幣
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
ま
た
信
用
創
造
の
担
い
手
で
あ
る
商
人
も
い
な
い
。
粗
悪
布
が
場
市
に
集
う
商
人
に
よ
っ
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ

る
が
、
彼
ら
が
そ
の
行
使
や
決
済
の
方
法
に
つ
い
て
何
ら
か
の
合
意
を
形
成
し
て
い
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
協
同
体
内
の
約
束

事
で
あ
れ
ば
朝
鮮
政
府
が
敢
え
て
こ
れ
を
禁
止
す
る
必
要
性
は
な
い
し
、
実
際
中
国
で
は
政
府
が
民
間
の
短
陪
慣
行
や
銭
票
行
使
に
対
し
禁

止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。

場
市
の
発
達
が
小
額
貨
幣
の
需
要
を
喚
起
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
何
故
粗
悪
布
が
交
換
手
段
と
し
て
選
択
さ
れ
た
か
で
あ

る
。
粗
悪
布
は
確
か
に
使
用
価
値
か
ら
事
離
し
て
い
る
。
し
か
し
万
人
が
容
易
に
製
造
で
き
る
た
め
、
交
換
価
値
を
担
保
す
る
機
能
を
有
し

て
は
い
な
い
。
粗
悪
布
に
使
用
価
値
が
全
く
無
か
っ
た
と
ま
で
は
断
定
で
き
な
い
が
、
社
会
全
体
か
ら
考
え
る
と
貴
重
な
衣
料
原
料
で
あ
る

そ

綿
花
を
用
い
て
二
升
布
や
三
升
布
の
よ
う
な
織
り
目
の
粗
い
巌
布
（
偉
布
と
も
記
す
）
を
製
織
す
る
こ
と
は
資
源
の
浪
費
以
外
の
何
物
で
も

な
い
。
も
し
も
朝
鮮
社
会
が
小
額
貨
幣
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
属
布
を
用
い
ず
と
も
、
た
と
え
ば
室
町
時
代
の
日
本

が
そ
う
し
た
よ
う
に
中
国
銭
を
輸
入
す
れ
ば
事
足
り
る
の
で
あ
る
。

ま
た
綿
布
の
升
尺
減
縮
過
程
を
丹
念
に
検
証
し
た
宋
在
礁
は
、
一
六
世
紀
に
お
け
る
轟
布
の
小
額
貨
幣
と
し
て
の
使
用
体
験
が
一
七
世
紀

の
常
平
通
宝
の
急
速
な
普
及
の
土
台
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る

5
0
単
に
貨
幣
経
済
の
初
期
段
階
と
し
て
巌
布
流
通
を
位

置
付
け
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
認
識
も
あ
な
が
ち
誤
り
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
で
は
何
故
一
六
世
紀
に
は
正
貨
で
あ
る
五
升
布
で
は

な
く
粗
悪
布
が
貨
幣
と
し
て
選
好
さ
れ
、
一
七
世
紀
に
な
る
と
国
幣
で
あ
る
常
平
通
宝
に
容
易
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
か
が
整
合
的
に
説
明

で
き
な
い
。

朝
鮮
社
会
が
巌
布
と
い
う
奇
妙
な
現
物
貨
幣
を
使
用
し
た
理
由
を
市
場
経
済
の
論
理
か
ら
解
き
明
か
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
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稿
で
は
視
点
を
変
え
、
朝
鮮
王
朝
の
財
政
制
度
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
粗
悪
布
は
升
数
の
低
い
巌
布
と
長
さ

が
規
準
に
達
し
な
い
尺
短
布
に
大
別
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
巌
布
を
対
象
と
す
る
。
ま
た
粗
悪
布
の
弊
害
が
深
刻
で
あ
っ
た
一
六

世
紀
で
は
な
く
賦
役
の
布
納
化
が
進
行
す
る
一
七
世
紀
以
降
を
、
す
な
わ
ち
粗
悪
布
の
最
盛
期
で
は
な
く
終
息
期
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。

仁

祖

期

の

鹿

布

流

通

巌
布
の
「
巌
」
と
は
「
粗
」
と
同
義
で
あ
り
、
中
国
で
は
一
般
に
粗
布
と
記
す
が
、
朝
鮮
の
巌
布
は
中
国
の
粗
布
と
は
似
て
非
な
る
も
の

で
あ
る
。
明
代
後
期
よ
り
各
種
の
径
役
を
地
税
や
丁
税
に
二
冗
化
し
、
更
に
税
の
銀
納
化
を
推
進
し
た
中
国
で
は
、
綿
布
は
国
家
財
政
の
束

縛
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
市
場
で
流
通
す
る
諸
商
品
の
一
つ
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
中
国
の
粗
布
は
単
に
肌
理
の
粗
い
綿
布
の
総

称
に
過
ぎ
ず
、
朝
鮮
の
露
布
の
よ
う
に
国
家
の
規
格
を
満
た
す
か
否
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
ま
た
肌
理
が
粗
く
て
も
使
用
価
値
は
有
し
て

お
り
、
縦
糸
の
数
を
故
意
に
減
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
来
的
に
イ
ン
ド
棉
や
中
国
綿
は
ア
メ
リ
カ
綿
や
エ
ジ
プ
ト
綿
と
較
べ
て
繊

維
が
太
く
て
短
く
、
高
番
手
の
綿
糸
を
紡
ぐ
の
に
は
適
さ
な
い
。
従
っ
て
製
織
さ
れ
る
綿
布
は
ど
う
し
て
も
厚
手
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
長
江
下
流
の
江
南
デ
ル
タ
地
域
で
は
繊
維
が
比
較
的
細
く
て
長
い
綿
花
を
原
料
と
し
て
細
糸
が
紡
が
れ
、
薄
手
の
細
布
が
織
ら
れ
て

い
た
。
松
江
府
一
帯
の
上
質
綿
布
は
上
海
に
集
荷
さ
れ
、
「
衣
は
天
下
を
被
う
」
と
称
え
ら
れ
た
如
く
、
全
国
各
地
へ
販
売
さ
れ
て
い
た
。

太
糸
で
織
ら
れ
た
粗
布
は
一
般
に
土
布
と
呼
ば
れ
、
自
家
消
費
や
狭
障
な
市
場
で
の
流
通
に
振
り
向
け
ら
れ
た
。
ま
た
縦
糸
の
本
数
を
減
ら

し
た
綿
布
は
必
然
的
に
横
幅
が
狭
く
な
り
、
短
窄
布
と
呼
ば
れ
て
、
一
定
の
需
要
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
朝
鮮
の
巌
布
は
横
幅
七
寸
の
規
格
を
変
え
ず
縦
糸
の
本
数
す
な
わ
ち
升
数
を
減
ら
し
た
粗
悪
品
で
あ
り
、
単
に
生
地
が
ざ
つ
く

り
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
で
袋
を
造
る
と
隙
聞
か
ら
豆
が
こ
ぼ
れ
落
ち
、
蚊
帳
を
作
っ
て
も
蚊
が
通
り
抜
け
る
と
誓
え
ら
れ
る
（
後

述
）
ほ
ど
織
り
目
が
粗
か
っ
た
。
普
通
の
綿
糸
を
用
い
て
こ
の
よ
う
な
織
り
方
を
す
る
と
布
の
強
度
が
著
し
く
低
下
す
る
。
そ
の
よ
う
な
使

用
価
値
が
極
端
に
低
い
粗
悪
品
を
敢
え
て
製
織
し
た
最
大
の
理
由
は
、
瑞
葱
台
布
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
綿
布
が
貢
納
制
と
深
い
関
わ
り
を

朝
鮮
後
期
の
巌
布
（
山
本
）

可
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有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
で
は
貢
賦
や
傍
役
の
よ
う
な
特
産
物
・
労
働
力
調
達
は
一
五
世
紀
よ
り
次
第
に
布
納
化
さ
れ
た
が
、
生

産
力
を
超
え
た
過
剰
な
綿
布
収
奪
に
晴
ぐ
小
農
が
櫨
棲
布
や
蒲
匝
綿
な
ど
を
紡
ぎ
直
し
て
再
生
綿
布
を
製
織
し
た
の
で
あ
る
。
紙
の
リ
サ
イ

ク
ル
と
同
様
、
再
生
綿
花
は
繊
維
の
品
質
が
悪
く
、
概
し
て
極
太
で
太
さ
に
も
ム
ラ
が
出
る
粗
悪
糸
し
か
紡
げ
な
い
た
め
、
再
生
綿
布
の
升

数
は
自
ず
と
低
下
し
、
隙
間
だ
ら
け
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
意
図
的
に
綿
糸
を
細
く
紡
い
だ
り
綿
布
の
升
数
を
下
げ
た
り
す
る
節
約

法
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
粗
悪
布
は
徴
税
を
担
う
膏
吏
に
よ
っ
て
点
退
（
突
き
返
し
）
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
負
担
能
力
に
限

界
が
あ
る
小
農
を
い
く
ら
絞
り
上
げ
て
も
各
司
が
要
求
す
る
数
量
の
綿
布
は
確
保
で
き
な
い
か
ら
、
末
端
で
は
賄
賂
と
引
き
替
え
に
粗
悪
布

で
の
納
税
を
容
認
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

2
0
巌
布
収
捧
慣
行
は
燕
山
君
の
暴
政
に
よ
っ
て
深
刻
化
し
た
が
、
綿
花
の
作
柄
に
関
わ
ら

ず
毎
年
一
定
量
の
綿
布
が
硬
直
的
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
た
め
、
以
前
か
ら
も
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
燕
山
君
の
失
脚
後
も
無
く
な
ら

な
か
っ
た

5
0

巌
布
は
こ
れ
を
収
納
す
る
財
政
部
門
に
と
っ
て
は
頭
の
痛
い
問
題
で
あ
っ
た
が
、
市
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
限
り
特
に
弊
害
は
生
じ
な
か

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
政
府
が
徴
収
し
た
巌
布
も
軍
役
な
ど
各
種
の
径
役
を
代
行
す
る
貧
民
に
支
払
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
最
終
的
に

は
彼
ら
が
矛
盾
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
六
世
紀
の
政
府
当
局
は
「
三
升
布
の
如
き
も
民
間
で
は
な
お
衣
服
と
為
す
こ

と
が
可
能
で
あ
る
」
と
楽
観
視
し
て
い
た

5
0
と
こ
ろ
が
一
七
世
紀
に
入
り
、
各
地
で
段
階
的
に
大
同
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、
巌
布
の
弊
害

は
富
裕
層
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
る
。
国
家
が
必
要
と
す
る
物
資
や
役
務
が
米
や
綿
布
に
よ
り
代
替
徴
収
さ
れ
、
政
府
は
こ
れ
ら
を
代
価
と
し

て
貢
人
（
貢
物
代
納
業
者
）
よ
り
物
貨
を
買
い
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
支
払
い
を
受
け
る
商
人
が
巌
布
を
掴
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

彼
ら
は
そ
の
受
領
に
抵
抗
し
始
め
た
。

仁
祖
二
年
（
一
六
二
四
）
に
は
吏
曹
参
判
握
鳴
吉
が
「
京
外
の
人
は
大
同
法
を
不
便
と
考
え
て
い
る
」
と
訴
え
、
仁
祖
が
理
由
を
尋
ね
る

と
、
彼
は
「
大
抵
京
人
が
大
同
法
を
怨
む
の
は
、
前
戸
曹
判
書
李
曙
が
露
木
綿
布
で
支
払
い
を
行
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
最
も
苦
痛
と
為
す
か

ら
で
あ
る
。
外
方
大
邑
の
民
も
怨
む
者
が
多
い
」
と
答
え
て
い
る
（
7

）

O

握
鳴
吉
の
言
う
「
京
外
の
人
」
と
は
一
般
庶
民
で
は
な
く
、
国
家
よ

り
支
払
い
を
受
け
る
都
城
や
外
方
の
貢
人
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
本
来
正
布
で
貢
物
の
代
価
を
受
領
す
る
は
ず
で
あ
っ
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た
が
、
李
曙
は
轟
布
で
の
支
払
い
を
強
制
し
た
の
で
あ
る
。
仁
祖
六
年
に
は
全
羅
道
観
察
使
李
聖
求
が
「
全
羅
水
軍
統
制
使
李
洗
が
極
巌
綿

布
を
各
邑
に
分
送
し
て
正
租
を
抑
買
（
廉
価
で
の
強
制
買
い
付
け
）
し
て
お
り
、
目
下
場
市
で
は
綿
布
一
匹
の
値
が
租
米
一

O
斗
で
あ
る
の

に
、
彼
は
轟
布
一
匹
の
価
格
を
無
理
や
り
租
米
二

O
斗
と
定
め
て
い
る
」
と
告
発
し
て
い
る

2
0
市
場
の
半
値
で
米
を
買
い
付
け
、
な
お
か

つ
正
布
で
な
く
轟
布
で
支
払
う
の
は
二
重
の
収
奪
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
米
商
人
が
直
接
的
被
害
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

被
害
は
貢
人
だ
け
に
限
ら
な
か
っ
た
。
仁
祖
二
年
に
は
副
提
学
鄭
経
世
が
「
大
同
庁
は
五
升
三
五
尺
を
収
納
し
て
お
り
、
目
下
各
道
の
未

納
分
は
皆
こ
の
規
格
に
従
わ
せ
て
い
る
が
、
尺
短
布
は
連
尺
し
て
納
付
さ
せ
、
も
し
外
方
の
官
吏
で
朝
廷
の
命
令
に
従
わ
ず
、
過
度
の
升
尺

を
濫
徴
す
る
者
が
い
れ
ば
、
観
察
使
に
摘
発
さ
せ
重
究
せ
し
め
よ
」
と
上
疏
し
て
い
る

5
0
鄭
経
世
は
尺
短
布
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
一
匹
と
す

る
行
為
は
容
認
し
て
い
る
が
、
規
準
を
超
え
る
良
布
の
徴
収
に
は
反
対
し
て
お
り
、
官
吏
の
匙
加
減
一
つ
で
納
税
者
に
し
わ
寄
せ
が
行
く
こ

と
も
多
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

し
か
し
加
害
者
は
官
吏
ば
か
り
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
仁
祖
一
四
年
に
は
承
旨
窪
祷
が
「
外
方
で
は
軍
布
一
匹
に
つ
き
四

O
余
尺
を
濫
徴

し
て
お
り
、
故
全
羅
道
観
察
使
李
時
防
が
上
疏
し
て
こ
れ
を
三
六
尺
に
減
定
さ
せ
た
が
、
近
年
で
は
過
剰
徴
収
が
復
活
し
た
」
と
上
啓
し
た

の
に
対
し
、
大
司
諌
李
敏
求
は
「
徴
収
額
が
経
国
大
典
後
続
録
の
規
定
と
較
べ
れ
ば
や
や
軽
く
、
ま
た
兵
曹
の
官
吏
も
軍
布
が
巌
短
で
あ
る

と
し
て
責
め
ら
れ
る
」
と
抗
弁
し
、
仁
祖
は
「
未
納
の
軍
布
を
私
主
人
（
納
税
請
負
人
）
が
巌
布
で
代
納
し
、
兵
曹
が
点
退
す
る
と
綿
布
は

現
地
に
突
き
返
さ
れ
る
。
外
方
の
人
は
私
主
人
の
詐
欺
行
為
を
知
ら
な
い
た
め
、
政
府
の
信
を
失
っ
た
こ
と
を
怨
む
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
（
担
。
こ
の
よ
う
に
私
主
人
に
よ
る
中
間
搾
取
も
ま
た
轟
布
の
財
政
へ
の
混
入
を
許
し
、
そ
れ
を
禰
縫
す
る
た
め
の
抑
買
や
濫
徴
を
助
長

し
て
い
た
。
た
だ
仁
祖
二
一
年
、
京
畿
道
富
平
府
使
許
曙
が
民
結
に
細
布
を
濫
徴
し
支
払
い
に
は
巌
布
を
用
い
た
と
し
て
司
憲
府
に
告
発
さ

れ
た
事
件
の
よ
う
に

5
、
地
方
官
が
私
腹
を
肥
や
す
目
的
で
巌
布
を
利
用
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
先
の
仁
祖
の
言
葉
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
政
府
は
巌
布
を
点
退
し
て
地
方
へ
返
送
し
た
の
で
、
勢
い
外
方
軍
営
の
綿
布
は
巌
短
で

京
街
門
の
綿
布
は
良
質
と
い
う
格
差
が
生
じ
た
（
ロ
）

O

外
方
軍
営
の
巌
布
は
商
人
か
ら
の
食
糧
調
達
や
兵
士
へ
支
給
す
る
給
与
に
充
て
ら
れ
る

か
ら
、
最
終
的
に
は
弱
者
が
つ
け
を
支
払
わ
さ
れ
て
い
た
。

朝
鮮
後
期
の
鹿
布
（
山
本
）

司、
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以
上
の
よ
う
に
綿
布
で
の
賦
税
徴
収
は
巌
布
の
混
入
を
排
除
で
き
ず
、
こ
れ
を
買
い
付
け
や
給
与
な
ど
国
家
的
支
払
い
手
段
と
し
て
用
い

る
と
深
刻
な
民
怨
を
招
来
し
た
。
そ
こ
で
政
府
は
仁
祖
三
年
よ
り
銅
銭
の
使
用
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
丁
卯
・
丙
子
胡
乱
に
よ
り
本

格
的
な
鋳
銭
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
仁
祖
二
六
年
、
武
臣
に
よ
る
軍
布
の
収
奪
に
よ
り
特
に
負
担
の
重
か
っ
た
水
軍
の
兵
卒
が
耐
え
難
い
痛

苦
を
受
け
て
い
る
と
上
疏
し
た
司
憲
府
持
平
李
寿
仁
は
、
軍
役
軽
減
策
と
し
て
巌
布
で
の
納
税
を
認
め
る
べ
し
と
提
言
し
、
仁
祖
の
裁
可
を

得
て
い
る

5
0
価
値
中
立
的
な
貨
幣
が
存
在
し
な
い
た
め
、
政
府
も
ま
た
巌
布
で
の
納
税
を
許
容
し
て
極
端
な
訴
求
を
緩
和
し
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
措
置
は
や
む
を
得
ず
採
ら
れ
た
繭
縫
的
施
策
に
過
ぎ
な
い
。
抜
本
的
な
税
制
改
革
を
行
う
た
め
に
は
価

値
中
立
的
な
金
属
貨
幣
の
供
給
が
必
要
で
あ
っ
た
。

廊

布

禁

止

令

の

施

行

朝
鮮
政
府
が
巌
布
の
製
造
と
流
通
を
禁
止
し
た
の
は
孝
宗
二
年
（
一
六
五
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
年
七
月
、
備
辺
司
は
次
の
よ
う

に
上
啓
し
た
。

我
が
国
は
も
と
も
と
銭
幣
の
法
が
行
わ
れ
ず
、
た
だ
綿
布
を
市
上
行
用
の
貨
と
し
て
き
た
。
従
来
木
綿
に
は
自
ず
か
ら
規
格
が
あ
り
、

京
外
の
庶
民
は
こ
れ
を
売
買
に
用
い
る
だ
け
で
な
く
、
衣
服
を
縫
製
し
て
い
た
。
近
年
以
来
、
人
心
は
次
第
に
狭
滑
に
な
り
、
木
綿

お
さ

の
品
質
は
粗
悪
に
な
っ
た
。
加
え
て
連
年
綿
花
が
凶
作
で
、
織
ら
れ
る
綿
布
は
日
ご
と
に
劣
悪
に
な
り
、
単
糸
を
震
に
掛
け
（
縦
糸

ほ

そ

あ

ら

減
数
の
意
か
）
、
稀
く
紡
い
で
疎
く
織
る
の
で
、
こ
れ
を
裁
断
し
て
袋
を
造
る
と
豆
が
こ
ぼ
れ
落
ち
、
蚊
帳
を
作
る
と
蚊
が
入
っ
て
く

る
。
豊
年
で
あ
っ
て
も
綿
布
一
匹
の
価
格
は
米
一
斗
に
達
せ
ず
、
一
駄
の
薪
須
・
一
査
の
濁
酒
に
至
っ
て
も
一
端
を
要
す
る
。
市
上

の
諸
物
価
が
騰
貴
す
る
弊
害
は
概
ね
轟
布
の
せ
い
で
あ
る
。
：
：
：
そ
こ
で
内
外
に
暁
諭
し
て
、
村
家
行
用
の
常
布
は
必
ず
三

O
尺
以

上
を
規
準
と
し
て
製
織
し
、
従
来
の
粗
悪
な
綿
布
を
尽
く
改
変
す
べ
き
で
あ
る
。
来
年
正
月
よ
り
従
来
の
よ
う
に
巌
布
を
行
使
す
る

こ
と
を
一
切
痛
禁
し
、
も
し
禁
を
犯
す
者
が
あ
れ
ば
捕
ら
え
て
重
罪
に
処
す
べ
し
8
0
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先
行
研
究
の
通
り
、
粗
悪
布
の
製
織
や
行
使
は
一
六
世
紀
よ
り
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
徹
底
さ
れ
ず
、
粗
悪
布
の
流
通
を

黙
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
当
時
は
他
に
小
額
貨
幣
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
粗
悪
布
な
し
で
は
薪
・
株
・
酒
な
ど
の

日
用
品
が
取
引
で
き
ず
、
禁
令
の
厳
守
に
よ
り
小
民
の
怨
み
を
買
う
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
七
世
紀
中
盤
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
巌
布

が
物
価
騰
貴
を
惹
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
半
世
紀
問
、
朝
鮮
は
部
分
的
に
で
は
あ
れ
中
国
銀
の
洗
礼
を
受
け
て
お
り
、
巌
布
と

い
う
悪
貨
の
横
行
は
銀
な
ど
の
良
貨
を
駆
逐
す
る
か
ら
、
小
民
は
貨
幣
の
欠
乏
で
は
な
く
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。

孝
宗
二
年
二
月
二
五
日
付
の
備
辺
司
の
上
啓
に
よ
る
と
、
「
近
ご
ろ
の
巌
短
の
綿
布
は
、
本
よ
り
衣
服
と
し
て
使
用
で
き
ず
、
（
巌
布
の

た
め
に
）
物
価
は
騰
貴
し
、
商
買
は
資
産
を
失
っ
て
い
る
。
故
に
国
家
は
禁
制
を
制
定
し
、
今
年
正
月
よ
り
期
限
を
定
め
て
そ
の
行
使
を
禁

じ
た
。
し
か
し
民
間
の
蓄
え
は
た
だ
巌
布
だ
け
で
あ
り
、
彼
ら
は
こ
れ
を
市
上
で
販
売
し
て
朝
夕
の
資
と
し
て
い
る
か
ら
、
禁
令
を
画
一
に

実
施
す
る
と
民
の
命
を
絶
つ
こ
と
に
な
る
」
と
あ
り
、
崩
鵬
布
禁
止
の
目
的
は
物
価
騰
貴
を
抑
制
し
て
商
人
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
備

辺
司
は
更
に
戸
曹
と
常
平
庁
よ
り
各
々
米
三
千
石
を
支
出
し
、
プ
レ
ミ
ア
ム
を
付
け
て
巌
布
五
万
余
匹
を
回
収
し
、
こ
れ
を
原
料
に
正
布
を

織
り
、
供
出
し
た
米
を
買
い
戻
す
べ
し
と
提
言
し
、
裁
可
さ
れ
て
い
る

5
0
二
月
二
九
日
、
備
辺
司
は
「
三
月
一
日
よ
り
戸
曹
と
常
平
庁
よ

り
各
々
米
一
千
石
を
発
売
し
、
巌
布
を
回
収
す
る
」
と
上
啓
し
て
い
る
5
0

そ
れ
で
は
政
府
は
巌
布
に
代
わ
る
小
額
貨
幣
と
し
て
何
を
供
給
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
備
辺
司
の
上
啓
に
は
轟
布
の
代
替
物
に
つ
い
て
－
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
孝
宗
元
年
、
朝
鮮
政
府
は
金
靖
の
提
言
に
よ
り
中
国
銭
（
清
朝
に
よ
っ
て
廃
貨
と
さ
れ
た
明
銭
）
を
輸
入
し
て
い
る
（
立
。

恐
ら
く
孝
宗
は
銅
銭
の
行
使
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
孝
宗
二
年
四
月
二
四
日
、
常
平
庁
に
よ
る
「
巌
木
を
禁
じ
銭
幣
を
行
う
の
は

今
日
便
民
の
挙
で
あ
る
」
と
の
上
啓
が
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
。
し
か
し
常
平
庁
は
続
け
て
「
両
西
の
銭
貨
は
今
ま
さ
に
通
行
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。
京
中
の
市
民
に
も
銭
の
使
用
を
願
う
者
が
い
る
が
、
銅
鉄
が
足
ら
ず
銭
文
の
供
給
が
困
難
な
の
で
、
東
莱
よ
り
鋼
鉄
を
買
い
入
れ

る
と
と
も
に
、
訓
錬
都
監
の
軍
器
造
成
の
役
を
停
止
さ
せ
、
銭
幣
を
鋳
造
さ
せ
る
こ
と
を
請
う
」
と
述
べ
て
お
り
、
平
安
道
や
黄
海
道
で
は

直
ち
に
輸
入
銭
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
漢
城
で
は
こ
れ
か
ら
鋳
銭
を
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。
だ
が
北
伐
に
執
念

を
燃
や
す
孝
宗
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
は
ず
も
な
く
、
「
京
城
は
し
ば
ら
く
銭
を
用
い
る
な
か
れ
」
と
の
教
旨
を
下
し
て
い
る
さ
。

朝
鮮
後
期
の
巌
布
（
山
本
）

戸同
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こ
う
し
て
巌
布
禁
止
令
は
代
替
貨
幣
を
供
給
す
る
こ
と
な
く
一
方
的
に
強
行
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
巌
布
を
織
造
す
る
者
は
跡
を
絶
た
ず
、

六
月
三
日
に
は
刑
曹
判
書
李
時
防
が
製
造
者
の
重
罰
を
訴
え
、
刑
曹
参
判
許
積
も
「
麗
布
の
禁
は
厳
し
く
す
べ
き
だ
が
、
既
に
膿
公
（
没
収
）

は
困
難
で
、
杖
刑
に
も
処
さ
ず
、
た
だ
巌
布
を
裁
断
し
て
捕
ら
え
た
者
に
返
す
だ
け
で
あ
る
た
め
、
民
は
法
を
畏
れ
ず
、
禁
令
も
行
わ
れ
な

い
」
と
述
べ
、
と
も
に
厳
罰
化
を
請
う
て
い
る

B
。
八
月
一
四
日
、
許
積
は
「
刑
曹
と
漢
城
府
が
毎
日
官
吏
を
巡
回
さ
せ
取
り
締
ま
っ
て
い

る
が
、
市
上
で
は
な
お
巌
布
が
多
い
と
聞
い
て
い
る
」
と
上
啓
し

8
、
禁
令
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

彼
が
八
月
一
九
日
に
「
江
原
道
の
大
同
米
布
は
大
半
が
粗
悪
で
、
綿
布
二
百
四
十
九
同
の
内
、
や
や
良
質
の
も
の
は
三
七
同
に
過
ぎ
ず
、
そ

の
余
は
使
用
に
堪
え
得
る
が
、
劣
悪
な
も
の
が
四
七
同
あ
る
」
「
こ
れ
ら
は
長
期
間
の
保
管
に
よ
り
損
傷
し
た
も
の
で
、
こ
の
四
七
同
を
（
兵

士
な
ど
に
）
給
付
す
る
と
民
怨
を
招
く
」
「
現
在
保
管
し
て
い
る
慶
尚
道
の
収
布
は
五
升
で
十
余
尺
（
の
尺
短
布
）
で
あ
り
、
価
格
は
巌
布

一
匹
に
相
当
す
る
と
い
う
。
そ
こ
で
給
付
の
際
、
こ
の
布
を
用
い
れ
ば
民
怨
を
招
か
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
上
啓
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

g
。

政
府
が
虫
喰
い
な
ど
で
傷
ん
だ
最
劣
轟
布
の
代
わ
り
に
同
価
格
の
尺
短
布
を
支
給
す
る
こ
と
は
違
法
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
八
月
二
三
日
に
は
、
戸
曹
が
「
六
月
一

O
日
の
朝
講
時
、
領
議
政
金
靖
が
、
巌
木
禁
断
令
の
施
行
後
も
塩
鉄
の
代
納
綿
布
は
甚

だ
巌
劣
で
あ
る
故
、
匹
数
を
減
額
し
て
や
や
良
質
の
綿
布
を
収
捧
す
べ
し
と
上
啓
し
、
主
上
の
裁
可
を
得
た
。
丙
子
胡
乱
の
後
、
戸
曹
は
経

費
が
不
足
し
た
の
で
、
忠
清
道
の
泰
安
・
瑞
山
、
全
羅
道
の
霊
光
・
錦
城
（
当
時
羅
州
は
一
時
的
に
錦
城
と
改
称
さ
れ
て
い
た
）
で
は
魚
塩

税
を
綿
布
に
換
算
し
て
徴
収
し
て
き
た
が
、
己
丑
の
年
（
一
六
四
九
）
に
備
辺
司
が
民
弊
で
あ
る
と
し
て
廃
止
を
請
う
た
た
め
、
そ
の
半
数

を
削
減
せ
よ
と
の
教
旨
が
下
さ
れ
た
」
「
今
や
轟
木
禁
止
令
が
出
さ
れ
、
京
外
で
の
実
施
に
異
聞
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
前
日
本
曹

で
は
三
二
｜
三
三
尺
の
密
織
布
で
収
捧
す
る
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
税
塩
一
石
の
代
価
が
綿
布
三
l
四
匹
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
を
、
近
年

で
は
毎
石
綿
布
一
匹
半
に
改
め
て
い
る
」
と
上
啓
し
て
い
る
よ
う
に
（
幻
）
、
良
布
を
徴
収
す
る
代
償
と
し
て
貢
賦
の
絶
対
量
を
減
額
し
、
納
税

者
に
過
大
な
負
担
を
懸
け
ま
い
と
す
る
配
慮
は
あ
る
程
度
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
上
納
さ
れ
た
良
布
は
市
場
に
は
投
下
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
九
月
六
日
に
備
辺
司
は
「
京
中
の
市
民
は
、
巌
布
が
厳
禁
さ
れ
、

新
綿
布
が
ま
だ
出
回
ら
な
い
た
め
、
通
行
の
貨
が
無
く
て
困
っ
て
お
り
、
両
西
で
は
既
に
銅
銭
が
通
行
し
て
い
る
と
聞
き
、
皆
銅
銭
を
用
い
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る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
」
と
し
て
、
宣
恵
庁
に
秋
捧
が
納
入
さ
れ
る
今
月
二

O
日
以
後
に
官
銭
を
出
売
し
、
民
を
し
て
用
銭
の
便
な
る
を
知

ら
し
む
れ
ば
、
民
間
に
退
蔵
さ
れ
て
い
る
銭
も
市
場
に
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
と
訴
え
て
お
り
さ
、
同
月
一
一
日
に
も
「
巌
布
禁
断
の
後
、
市

上
に
は
通
行
の
貨
が
無
く
な
り
、
市
民
は
皆
銭
の
使
用
を
欲
し
て
い
る
。
京
中
で
の
銭
行
使
は
今
が
そ
の
時
で
あ
る
。
市
民
の
私
銭
も
禁
断

せ
ず
、
行
使
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
常
平
庁
が
蓄
え
る
銭
文
も
当
庁
に
命
じ
て
処
理
す
べ
し
」
と
上
啓
し
て
い
る
さ
。
轟
布
禁
止
令
の
施

行
後
、
漢
城
の
商
人
層
は
良
布
で
は
な
く
銅
銭
を
通
貨
と
し
て
行
使
し
た
い
と
望
ん
で
お
り
、
備
辺
司
も
政
府
備
蓄
銭
の
放
出
を
呼
び
水
と

し
て
民
間
の
退
蔵
銭
を
市
場
に
引
き
出
し
、
こ
れ
を
轟
布
に
代
わ
る
小
額
貨
幣
と
す
べ
し
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
北
伐
を
最
優

先
課
題
と
す
る
孝
宗
が
兵
銅
備
蓄
銭
の
取
り
崩
し
を
許
す
は
ず
は
な
く
、
代
替
貨
幣
の
供
給
を
伴
わ
な
い
轟
布
禁
止
令
は
漢
城
の
市
場
経
済

を
い
た
ず
ら
に
混
乱
さ
せ
る
結
果
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

史
料
に
は
現
れ
な
い
が
、
こ
の
後
も
巌
布
禁
止
令
と
銅
銭
行
使
の
是
非
に
関
す
る
議
論
は
続
い
た
ら
し
い
。
翌
孝
宗
三
年
四
月
、
司
諌
院

正
言
李
万
雄
が
「
愚
か
な
民
は
、
ザ
叔
粟
は
食
べ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
布
吊
は
着
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
ば
か
り
で
、
銭
貨
が
衣
食

の
源
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
こ
う
言
う
。
銭
と
い
う
も
の
は
飢
え
て
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
寒
く
て
も
着
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ど

う
し
て
必
ず
こ
れ
を
使
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
た
だ
（
市
場
に
）
流
通
す
る
物
貨
（
に
過
ぎ
な
い
）
と
思
わ
れ
る
。
巌
布
も
ま
た

銭
と
同
類
で
あ
る
。
着
た
り
食
べ
た
り
で
き
な
い
こ
と
、
銭
と
等
し
い
。
ど
う
し
て
必
ず
得
に
く
い
所
（
銭
）
を
行
い
、
得
や
す
い
所
（
巌

布
）
を
禁
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
と
。
互
い
に
（
不
満
を
）
言
い
合
い
、
（
銭
に
対
す
る
）
疑
惑
を
生
み
出
し
た
の
で
、
市
患
の
間

で
は
ほ
と
ん
ど
交
易
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
（
そ
こ
で
）
し
ば
ら
く
巌
布
の
禁
を
弛
め
、
こ
れ
を
銭
貨
と
併
用
さ
せ
る
に
及
び
、
民
は
皆

銭
を
用
い
ず
巌
布
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
諺
に
謂
う
所
の
高
麗
の
政
令
は
三
日
を
出
ず
（
朝
令
暮
改
で
あ
る
）
と
は
、
果
た
し
て
こ
の

こ
と
で
あ
る
」
と
上
疏
し
、
銭
が
民
間
で
受
容
さ
れ
て
い
な
い
と
主
張
し
た
さ
。
実
際
に
巌
布
の
禁
が
緩
和
さ
れ
た
の
か
否
か
確
認
で
き
な

い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
常
平
通
宝
の
鋳
造
後
も
漢
城
以
外
の
地
域
で
は
銅
銭
を
拒
絶
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
朝
廷
で

は
巌
布
か
ら
銅
銭
へ
の
転
換
を
非
現
実
的
で
あ
る
と
見
な
す
意
見
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
翌
四
年
三
月
に
も
、
弘
文
館
が
「
我
が
国
に

は
元
来
銅
山
が
無
く
、
（
銭
の
原
料
を
）
専
ら
海
外
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
の
で
、
銭
を
鋳
造
し
て
通
行
さ
せ
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な

朝
鮮
後
期
の
巌
布
（
山
本
）
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い
。
も
し
こ
れ
を
行
お
う
と
す
る
な
ら
、
必
ず
や
多
く
の
銭
を
鋳
造
し
て
漸
進
的
に
実
施
し
、
民
を
し
て
銭
が
利
で
あ
り
害
で
な
い
こ
と
を

周
知
せ
し
め
、
然
る
後
に
施
行
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
督
促
を
急
、
ぎ
、
ま
だ
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
こ
れ
を
強
行
す
る
と
、
恐
ら
く
財

は
豊
か
に
な
ら
ず
、
真
っ
先
に
民
が
困
窮
す
る
だ
ろ
う
」
「
最
短
綿
布
の
行
用
を
禁
止
し
た
の
は
弊
害
を
矯
正
す
る
意
図
で
あ
っ
た
が
、
突

然
禁
令
を
出
す
と
愚
民
が
法
を
弄
ぶ
悪
習
を
助
長
す
る
」
と
上
疏
し
、
巌
布
禁
止
令
の
意
義
を
認
め
つ
つ
、
性
急
な
麗
布
廃
止
や
銅
銭
行
使

に
は
反
対
し
て
い
る
き
。

以
上
の
よ
う
に
孝
宗
二
年
の
巌
布
禁
止
令
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
回
の
禁
止
政
策
は
中
宗
期
の
そ
れ
と
は
か
な
り
様
相
を
異

に
し
て
い
る
。
先
ず
最
初
に
、
巌
布
に
対
す
る
定
議
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
中
宗
期
に
は
こ
升
布
や
三
升
布
な
ど
縦
糸
の
数
を
減
ら
し
た
綿

布
が
尺
短
布
と
並
ん
で
禁
止
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
次
の
改
革
で
は
「
豆
が
こ
ぼ
れ
落
ち
、
蚊
が
通
り
抜
け
る
」
な
ど
と
い
う
誇

張
表
現
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
升
数
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
議
論
が
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
前
述
の
江
原
道
大
同
布
に
つ

い
て
も
、
許
積
は
「
今
の
禁
ず
る
者
は
、
姑
く
其
の
至
巌
の
木
を
禁
ず
。
而
し
て
此
は
則
ち
蓋
し
陳
久
の
木
の
致
傷
せ
る
者
を
以
て
す
る
也
」

と
述
べ
て
お
り
、
長
期
の
保
存
で
損
傷
し
た
綿
布
を
巌
布
の
範
曙
に
入
れ
て
い
る
。
一
六
世
紀
に
は
二
升
布
や
三
升
布
の
よ
う
に
轟
布
に
も

一
定
の
「
規
格
」
が
あ
っ
た
が
、
一
七
世
紀
に
は
単
に
品
質
が
劣
り
衣
料
と
し
て
適
さ
な
い
綿
布
を
お
し
な
べ
て
轟
布
と
称
し
た
よ
う
で
あ

る
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次
に
、
尺
短
布
は
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
一
匹
H

三
五
尺
は
貢
納
上
の
規
格
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
短
く
裁
断
し
た
綿
布
を

商
品
と
し
て
流
通
さ
せ
る
こ
と
自
体
特
に
問
題
は
な
い
。
尺
短
布
が
禁
止
さ
れ
な
く
な
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
一
世
紀
聞
に
綿
布
が
貢
物
か

ら
商
品
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
中
宗
期
に
は
粗
悪
布
の
代
替
手
段
と
し
て
椿
貨
が
措
定
さ
れ
て

い
た
の
に
対
し
、
孝
宗
期
に
は
銅
銭
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
商
人
層
も
銅
銭
の
行
使
を
希
求
し
て
い
た
。
そ
れ
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

銅
銭
の
欠
乏
と
孝
宗
の
北
伐
政
策
の
せ
い
で
あ
っ
た
。
乏
し
い
銅
は
軍
器
の
製
造
に
振
り
向
け
ら
れ
、
輸
入
し
た
明
銭
も
多
く
は
両
西
の
軍

鮪
と
し
て
備
蓄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

顕
宗
期
か
ら
粛
宗
初
期
に
か
け
て
、
巌
布
す
な
わ
ち
各
種
の
規
格
外
綿
布
は
小
額
貨
幣
と
し
て
流
通
し
続
け
た
。

一
方
税
制
面
で
は
、
貢



賦
を
地
税
化
し
そ
の
一
部
を
米
や
綿
布
で
徴
収
す
る
大
同
法
が
創
設
さ
れ
、
光
海
君
即
位
年
（
一
六

O
八
）
京
畿
道
で
の
施
行
後
、
仁
祖
二

年
に
は
江
原
道
、
孝
宗
二
年
に
は
忠
清
道
、
孝
宗
八
年
に
は
全
羅
道
、
粛
宗
三
年
に
は
慶
尚
道
、
粛
宗
三
四
年
に
は
黄
海
道
へ
と
拡
大
さ
れ

た
。
そ
し
て
租
税
の
多
く
が
大
同
布
や
代
役
布
で
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
綿
布
の
需
要
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
麗
布
の
駆
逐
を
困
難

に
し
た
。
粛
宗
元
年
ご
六
七
五
）
に
は
備
辺
司
が
、
近
来
各
邑
の
守
令
が
兵
営
や
水
軍
に
対
し
巌
布
を
送
付
す
る
の
で
、
こ
れ
を
受
領
す

る
各
営
・
各
鎮
浦
の
士
卒
の
生
計
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
上
啓
し

g
、
地
方
官
の
不
正
に
よ
り
升
巌
尺
短
の
粗
悪
布
が
財
政
に
紛
れ
込
ん

で
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
翌
二
年
正
月
に
は
京
畿
道
積
城
の
柳
翼
星
が
、
刷
馬
（
燕
行
使
や
勅
使
の
往
来
な
ど
に
際
し
て
借
用
さ
れ
る

馬
）
一
匹
の
代
価
は
米
一

O
斗
か
細
布
二
匹
に
公
定
さ
れ
て
い
る
が
、
各
邑
の
守
令
は
夫
馬
の
徴
発
に
際
し
、
米
一
l
i
－
－
二
斗
し
か
支
給
し
な

か
っ
た
り
、
全
く
支
給
し
な
か
っ
た
り
、
粟
や
轟
布
で
代
給
し
た
り
す
る
と
告
発
し
き
、
弘
文
館
校
理
睦
昌
明
も
、
全
羅
道
左
右
水
営
で
は

塩
を
轟
布
で
強
制
買
い
付
け
し
て
い
る
と
上
啓
し
て
い
る
よ
う
に
｛
却
）
、
巌
布
は
官
吏
の
私
腹
を
肥
や
す
手
段
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。

但
し
轟
布
の
残
存
理
由
を
官
吏
の
不
正
だ
け
に
求
め
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
粛
宗
三
年
三
月
、
戸
曹
判
書
呉
始
寿
は
弘
文
館
副
校
理
李
瞬

命
の
「
嶺
南
各
道
の
済
用
監
納
の
正
布
の
価
、
多
少
懸
殊
あ
り
」
と
の
上
啓
を
踏
ま
え
、
「
正
布
一
匹
の
価
格
は
作
紙
役
の
価
格
と
同
様
、

五
升
木
三
匹
と
酌
定
さ
れ
て
い
る
。
：
：
：
故
に
先
に
本
道
に
便
な
る
や
否
や
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
二
ハ
邑
の
民
情
は
三
匹
の
定
式
を
便
と
し

た
が
、
そ
の
他
の
諸
邑
で
は
皆
な
お
旧
例
に
準
拠
せ
ん
こ
と
を
欲
し
た
。
所
謂
旧
例
と
は
、
本
色
・
銀
貨
・
米
石
・
轟
木
を
以
て
、
得
る
所

に
随
い
折
価
計
給
す
る
の
で
あ
る
。
得
る
所
に
随
い
折
価
計
給
す
る
際
に
は
、
済
用
監
の
下
人
が
価
額
を
操
縦
す
る
弊
害
が
発
生
す
る
が
、

そ
れ
で
も
五
升
木
の
織
造
が
不
便
な
た
め
、
定
額
方
式
を
欲
し
な
い
邑
が
甚
だ
多
く
、
自
願
す
る
邑
は
甚
だ
少
な
い
。
こ
れ
は
民
情
で
あ
り
、

強
い
て
改
革
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

8
。
済
用
監
と
は
宮
中
で
使
用
す
る
衣
料
品
な
ど
を
調
達
す
る
官
庁
で
あ
り
、
こ

こ
で
言
う
正
布
と
は
五
升
布
で
は
な
く
王
室
御
用
達
の
高
級
綿
布
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
呉
始
寿
は
正
布
一
匹
の
折
価
（
換
算
）
額
を
五
升
布

三
匹
に
固
定
し
よ
う
と
企
図
し
た
が
、
慶
尚
道
の
大
部
分
の
邑
で
は
正
布
価
格
が
不
安
定
な
た
め
、
旧
例
通
り
「
得
る
所
に
随
い
」
五
升
布

・
銀
・
米
・
巌
布
で
適
宜
納
付
し
た
い
と
願
い
出
た
。
慶
尚
道
は
綿
布
の
産
地
で
あ
り
、
玉
升
布
の
織
造
が
不
便
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
問

朝
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題
は
正
布
を
含
め
た
諸
物
貨
の
価
格
が
常
に
変
動
す
る
こ
と
に
あ
る
。
人
民
は
物
価
の
変
動
を
見
較
べ
な
が
ら
最
も
安
価
な
物
品
で
納
税
し
、

得
る
所
す
な
わ
ち
利
益
の
最
大
化
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
回
目
頭
で
述
べ
た
通
り
、
現
物
貨
幣
は
一
般
商
品
と
同
様
常
に
供
給
量
が
変

動
し
、
価
値
が
安
定
し
な
い
。
政
府
が
賦
税
の
貨
幣
納
化
に
踏
み
切
っ
た
以
上
、
中
途
半
端
な
現
物
貨
幣
で
の
納
税
は
い
た
ず
ら
に
官
吏
の

不
正
行
為
や
人
民
の
節
税
対
策
を
助
長
す
る
。
大
同
法
の
展
開
に
伴
い
、
孝
宗
期
に
先
送
り
に
さ
れ
た
銅
銭
の
鋳
造
は
避
け
て
通
れ
な
い
課

題
と
な
っ
た
。

常

平

通

宝

の

鋳

造

孝
宗
二
年
の
巌
布
禁
止
令
は
失
敗
に
帰
し
た
が
、
貢
納
綿
布
を
五
升
三
五
尺
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
止
ま
な
か
っ
た
。
粛
宗
三
年

四
月
、
李
珊
命
は
「
近
来
人
民
は
上
納
綿
布
が
点
退
さ
れ
る
た
め
苦
し
ん
で
い
る
。
大
抵
綿
布
は
升
数
の
精
巌
や
尺
数
の
長
短
が
決
ま
っ
て

い
な
い
の
で
、
好
吏
は
不
正
を
働
き
易
く
、
官
員
は
見
抜
く
こ
と
が
難
し
い
」
と
し
て
、
祖
法
に
則
り
田
税
や
貢
賦
の
折
価
規
準
を
玉
升
布

三
五
尺
に
固
定
す
る
よ
う
上
啓
し
た
。
こ
れ
に
対
し
兵
曹
判
書
金
錫
胃
は
「
所
謂
五
升
木
三
五
尺
と
は
国
税
と
貢
賦
の
綿
布
を
指
す
も
の
で
、

軍
木
の
升
尺
は
本
よ
り
こ
れ
と
同
じ
で
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
五
）
。
翌
四
年
正
月
に
は
、
領
議
政
許
積
が
「
先
に
司
憲
府
が
田
税
・
奴
縛
身

貢
・
軍
布
の
規
準
を
五
升
三
五
尺
に
定
め
る
よ
う
上
疏
し
、
朝
廷
の
当
該
部
署
に
て
審
議
せ
よ
と
の
命
が
下
さ
れ
た
。
綿
布
は
玉
升
三
五
尺

を
規
準
と
す
る
と
い
う
の
は
法
典
（
経
国
大
典
）
の
通
り
で
あ
る
。
仁
祖
朝
以
後
、
諸
臣
の
上
疏
や
朝
廷
の
議
論
で
は
法
典
遵
守
を
請
う
も

の
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
そ
の
間
い
ろ
い
ろ
と
困
難
な
事
情
が
あ
り
、
終
に
変
革
が
で
き
な
か
っ
た
。
孝
宗
朝
に
群
議
に
迫
ら
れ
五
升
三

五
尺
制
が
試
行
さ
れ
た
が
、
果
た
し
て
製
肘
を
免
れ
ず
中
止
さ
れ
た
」
「
収
捧
の
際
、
外
で
は
各
邑
の
下
吏
が
、
内
で
は
各
司
の
吏
膏
が
不

正
を
働
き
、
綱
紀
は
素
乱
し
て
人
民
は
重
負
担
に
晴
い
で
い
る
。
こ
れ
は
十
分
に
痛
禁
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
上
啓
し
、
各
種
税
貢
に

お
い
て
五
升
三
五
尺
制
を
厳
守
す
る
よ
う
求
め
た
。
し
か
し
粛
宗
は
不
正
の
禁
止
に
賛
同
し
な
が
ら
も
、
歴
代
国
王
が
変
革
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
今
に
到
っ
て
軽
々
に
議
論
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
回
答
し
て
い
る

8
0
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粛
宗
が
許
積
の
提
言
を
拒
ん
だ
の
は
、
同
年
正
月
に
常
平
通
宝
の
鋳
造
が
決
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
閏
三
月
に
は
、
備
辺
司
が

木
は
交
易
に
便
利
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
年
以
来
巌
木
は
断
絶
し
、
公
私
の
諸
物
品
売
買
は
専
ら
銀
貨
に
依
っ
て
い
る
」
が
、
銀
に
よ
る

小
額
取
引
は
不
便
で
、
な
お
か
つ
日
本
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
た
め
、
「
広
く
変
革
の
道
を
思
う
に
、
転
々
と
流
通
し
、
尽
き
な
い
需

要
を
賄
い
得
る
の
は
、
銭
を
置
い
て
他
に
な
い
」
と
の
結
論
を
導
き
出
し
、
各
街
門
に
命
じ
て
四
月
一
日
よ
り
銅
銭
を
通
用
す
る
よ
う
提
案

し
た
さ
。
粛
宗
初
期
、
少
な
く
と
も
漢
城
の
市
場
で
は
既
に
巌
布
が
駆
逐
さ
れ
、
銀
が
広
く
流
通
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
し
か
し
銀
を
通

貨
と
す
る
こ
と
に
は
障
碍
が
多
い
た
め
、
政
府
は
銅
銭
の
大
量
鋳
造
に
踏
み
切
り
、
市
場
に
出
回
っ
て
い
る
銀
の
回
収
を
企
図
し
た
の
で
あ

る
a
z

と
こ
ろ
が
外
方
で
は
銭
が
受
領
さ
れ
ず
、
そ
れ
ら
は
勢
い
漢
城
に
流
れ
込
ん
だ
た
め
、
京
中
の
銭
価
は
下
落
し
、
政
府
の
銀
銭
公
定
比
価

が
銀
一
両
H
銭
四

O
O文
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
市
場
で
は
粛
宗
六
年
に
銀
一
両
H
銭
八

O
O文
と
い
う
極
端
な
銀
貴
銭
賎
が
起
こ
っ
た
。

そ
こ
で
領
議
政
許
積
は
、
御
営
庁
が
備
蓄
す
る
軍
需
品
と
し
て
適
さ
な
い
巌
布
数
百
同
を
放
出
し
て
銭
一
万
余
両
を
回
収
し
、
数
年
間
保
管

す
れ
ば
、
市
上
の
銭
は
必
ず
減
少
し
、
か
つ
人
民
に
政
府
が
銭
を
貴
ん
で
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
れ
ば
、
銭
は
行
使
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
上

啓
し
た
。
更
に
彼
は
外
方
で
の
鋳
銭
を
一
切
禁
止
せ
よ
と
も
提
議
し
、
何
れ
も
粛
宗
の
裁
可
を
得
た
さ
o

漢
城
市
場
で
は
銀
が
行
使
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
地
方
で
は
相
変
わ
ら
ず
轟
布
が
通
行
し
て
い
た
た
め
、
常
平
通
宝
に
よ
る
幣
制
統
一
は

実
現
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
言
え
粛
宗
は
許
積
の
唱
え
る
五
升
三
五
尺
制
厳
守
案
に
は
乗
ら
ず
、
徐
々
に
銭
行
使
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
た
。
し
か
し
粛
宗
一
五
年
に
至
っ
て
も
、
領
議
政
権
大
運
が
「
当
初
銭
文
を
鋳
造
し
た
時
、
多
く
の
物
力
を
費
や
し
た
が
、
こ
れ

を
久
し
く
施
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
近
京
数
百
里
の
地
で
行
使
で
き
る
だ
け
で
、
遠
道
に
至
つ
て
は
行
使
不
可
能
で
あ
る
。
諸
般

の
民
役
に
つ
い
て
も
、
各
街
門
は
皆
綿
布
で
収
捧
す
る
の
で
、
遠
道
の
民
は
銭
を
用
い
る
方
途
が
無
い
。
銭
文
が
通
行
で
き
な
い
の
は
専
ら

こ
の
た
め
で
あ
る
。
今
も
し
京
街
門
が
収
捧
す
る
綿
布
の
三
分
の
一
を
銭
で
代
捧
す
る
こ
と
を
許
せ
ば
、
人
民
は
ま
す
ま
す
銭
を
信
用
し
、

銭
文
は
必
ず
遠
道
に
通
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
且
つ
銭
文
は
綿
布
と
異
な
り
、
上
納
の
際
に
下
吏
が
点
退
操
縦
す
る
弊
害
が
決
し
て
起
き
な
い

か
ら
、
最
も
適
切
で
あ
る
」
と
上
啓
し
て
い
る
よ
う
に

8
、
漢
城
と
そ
の
周
辺
を
除
い
て
銅
銭
は
流
通
し
な
か
っ
た
。
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そ
れ
で
は
漢
城
の
商
人
層
が
長
年
待
ち
望
ん
で
い
た
銅
銭
（
但
し
投
入
当
初
は
政
府
の
対
銀
比
価
が
高
過
ぎ
て
銀
選
好
を
惹
起
し
た
）
が
、

地
方
で
は
全
く
価
値
を
認
め
ら
れ
ず
、
漢
城
へ
流
出
す
る
に
ま
で
至
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
金
属
貨
幣
が
現
物
貨
幣
よ
り
優
れ
て
い
る

こ
と
は
賛
言
を
要
し
な
い
し
、
品
質
に
差
が
な
い
（
実
際
に
は
鋳
造
部
局
に
よ
り
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
）
計
数
貨
幣
で
あ
る
た
め
、

授
受
に
際
し
て
官
吏
の
不
当
な
点
退
や
価
格
操
作
を
排
除
で
き
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
方
が
敢
え
て
銭
を
拒
ん
だ
の

は
、
い
み
じ
く
も
権
大
運
が
解
決
策
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
初
の
常
平
通
宝
に
は
納
税
手
段
や
国
家
的
支
払
い
手
段
と
し
て
の
機
能

が
賦
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
常
平
通
宝
は
銀
を
回
収
し
、
同
時
に
市
場
に
お
け
る
流
動
性
を
確
保
す
る
た
め
に
投

下
さ
れ
た
が
、
租
税
徴
収
や
代
価
給
付
は
相
変
わ
ら
ず
綿
布
や
穀
物
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
銀
や
銭
は
税
財
政
と
は
連
結
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
常
民
や
奴
婚
は
綿
布
で
賦
税
や
身
貢
を
納
付
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
兵
士
は
軍
営
か
ら
支
給
さ
れ
る
綿
布
で
生
活
必
需

品
を
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
綿
布
に
は
多
く
の
巌
布
が
紛
れ
込
み
、
し
ば
し
ば
官
吏
の
不
正
に
泣
か
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
綿

布
無
し
に
は
生
き
て
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

逆
の
視
点
か
ら
述
べ
る
と
、
一
六
世
紀
に
二
升
布
や
三
升
布
が
貨
幣
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
理
由
は
、
須
川
が
考
え
る
よ
う
に
使
用
価

値
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
価
値
中
立
的
な
物
貨
が
交
易
の
媒
体
と
し
て
「
支
払
協
同
体
」
に
認
知
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
国
家
が
生
産

力
の
限
界
を
超
え
た
綿
布
の
収
奪
を
行
っ
た
結
果
、
賦
税
の
納
入
手
段
と
し
て
粗
悪
布
が
織
造
さ
れ
、
そ
れ
が
国
庫
に
収
捧
さ
れ
て
、
最
終

的
に
市
場
に
出
回
っ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
七
世
紀
の
巌
布
や
尺
短
布
は
あ
る
程
度
の
使
用
価
値
を
有
す
る
商
品
に
ま

で
成
長
し
た
が
、
財
政
と
の
腐
れ
縁
は
断
ち
切
れ
ず
、
民
怨
を
引
き
ず
り
な
が
ら
貨
幣
機
能
を
維
持
し
続
け
た
。
し
か
し
朝
廷
は
権
大
運
が

提
案
し
た
銭
と
財
政
と
の
リ
ン
ク
を
真
剣
に
検
討
し
な
か
っ
た
。
粛
宗
は
鋳
造
費
用
が
割
高
で
、
地
方
で
は
容
易
に
流
通
し
な
い
銭
行
使
を

見
限
り
、
粛
宗
二
三
年
（
一
六
九
七
）
に
鋳
銭
を
停
止
し
た
。

四

賦

税

の

銭

納

化
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と
こ
ろ
が
粛
宗
が
鋳
銭
を
停
止
し
た
こ
と
で
漢
城
は
慢
性
的
な
銭
荒
と
な
り
、
銭
の
価
値
が
相
対
的
に
上
昇
し
た
。
粛
宗
三
四
年
（
一
七

O
八
）
、
前
持
平
洪
好
人
が
「
（
諸
般
の
弊
害
の
中
で
）
銭
幣
の
民
に
与
え
る
被
害
が
最
も
甚
だ
し
く
、
廃
止
論
は
固
よ
り
正
当
で
あ
る
が
、

た
だ
銭
を
行
使
し
て
既
に
一

O
年
が
過
ぎ
、
公
私
の
財
用
は
銭
で
通
行
し
て
い
る
の
で
、
突
然
廃
止
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
銭
の
勢
い
は
止

ま
ら
な
い
。
富
戸
の
取
息
閏
利
は
法
を
設
け
（
て
取
り
締
ま
）
る
べ
し
」
と
上
疏
し
て
い
る
よ
う
に
、
漢
城
で
は
銭
は
財
政
に
食
い
込
み
、

富
戸
の
高
利
貸
し
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
た

g
。
粛
宗
四
二
年
に
は
左
議
政
金
昌
集
が
、
銅
銭
の
停
鋳
に
よ
り
銭
が
銀
と
措
抗
す
る
ほ
ど
騰
貴

し
て
い
る
の
で
、
今
後
も
銭
行
使
を
続
け
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば
加
鋳
が
必
要
で
あ
る
と
訴
え
た
が
、
左
参
賛
関
鎮
厚
ら
諸
大
臣
が
反
対
し
、

粛
宗
も
同
調
し
た
（
犯
）

O

銭
価
格
が
上
昇
す
る
と
、
国
家
も
次
第
に
銭
で
財
政
収
支
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
粛
宗
四
三
年
（
一
七
一
七
）
に
は
領
議
政
金
昌
集
が

「
今
年
は
綿
花
が
不
作
で
綿
布
価
格
が
以
前
よ
り
高
騰
し
て
お
り
、
外
方
の
諸
般
の
身
布
は
銭
布
参
半
（
半
数
）
や
全
額
銭
納
で
徴
収
し
て

い
る
。
そ
こ
で
（
公
定
の
）
綿
布
価
格
も
適
宜
変
動
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
綿
布
一
匹
の
銭
価
格
は
旧
定
式
で
は
二
両
五
銭
で
あ
る
が
、
近

年
は
二
両
に
改
定
さ
れ
た
。
現
在
綿
価
格
が
漸
増
し
て
い
る
の
で
、
二
両
で
徴
収
す
べ
し
。
し
か
し
各
街
門
が
支
払
う
際
に
は
必
ず
不
満
の

糸
口
と
な
る
の
で
、
旧
定
式
に
依
り
二
両
五
銭
で
折
価
す
べ
し
」
と
上
啓
し
て
お
り

g
、
こ
の
頃
既
に
身
役
の
銭
納
化
が
地
方
で
も
次
第
に

普
及
し
て
い
た
こ
と
、
綿
布
を
銭
に
折
価
す
る
場
合
に
は
徴
収
・
支
払
い
何
れ
も
換
算
額
が
公
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
景
宗
即

位
年
（
一
七
二

O
）
に
も
領
議
政
金
昌
集
が
「
外
方
で
綿
花
が
不
作
な
ら
ば
各
種
の
身
布
は
全
額
銭
納
や
銭
布
参
半
で
上
納
す
る
こ
と
が
前

に
規
定
さ
れ
た
。
今
年
の
綿
花
も
不
作
の
地
方
が
多
い
と
言
う
。
各
種
の
身
役
は
銭
布
参
半
で
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
」
と
上
言
し
、
工
曹
判

書
関
鎮
遠
も
「
大
同
は
一
律
に
銭
布
参
半
で
徴
収
せ
よ
」
と
応
じ
て
い
る
よ
う
に
（
旬
、
銭
納
化
は
身
役
か
ら
大
同
へ
と
及
ん
で
い
っ
た
。
そ

し
て
こ
れ
に
伴
い
、
各
種
史
料
か
ら
巌
布
に
関
す
る
記
述
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
な
代
役
布
や
大
同
布
の
銭
納
化
に
対
抗
し
、
現
物
納
へ
の
復
帰
を
企
図
し
た
の
が
銭
廃
止
論
者
の
英
祖
で
あ
っ
た
。
英
祖
三
年

（
一
七
二
七
）
五
月
、
左
議
政
洪
致
中
は
「
近
日
経
建
に
て
、
銭
貨
は
弊
害
が
あ
る
た
め
、
大
同
布
を
現
物
で
上
納
せ
よ
と
の
王
命
が
下
さ

朝
鮮
後
期
の
巌
布
（
山
本
）
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東
洋
史
論
集
四
一

れ
た
」
が
、
二
疋
の
周
知
期
間
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
今
秋
よ
り
新
令
を
挙
行
す
べ
し
と
上
啓
し
た

g
。
こ
れ
に
よ
り
官
吏
の
不
正

が
再
び
顕
在
化
し
た
。
同
年
一

O
月
、
領
議
政
李
光
佐
は
「
木
綿
は
初
め
は
良
品
を
徴
収
し
て
も
、
都
に
到
る
ま
で
に
巌
布
に
換
え
ら
れ
る
」

「
京
中
の
好
細
輩
は
あ
ら
か
じ
め
轟
布
を
準
備
し
て
お
き
、
上
納
す
る
良
布
（
の
運
搬
者
）
を
途
中
で
出
迎
え
て
（
轟
布
と
）
す
り
替
え
、

邑
標
を
私
刻
し
て
（
巌
布
に
）
押
印
す
る
」
と
上
啓
し

g
、
手
の
込
ん
だ
不
正
行
為
が
早
速
出
現
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
翌
年
七
月

に
は
吏
曹
参
判
宋
寅
明
が
「
近
来
貢
人
の
経
営
が
行
き
詰
ま
り
、
貢
物
を
上
納
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
原
因
は
代
価
が
米
で
あ
れ
ば
水

を
か
け
ら
れ
腐
っ
て
お
り
、
綿
布
で
あ
れ
ば
巌
短
布
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
」
「
大
抵
守
令
た
る
者
は
大
同
布
及
び
各
色
軍

布
を
捧
上
す
る
時
、
必
ず
精
布
を
選
ん
で
上
納
す
る
の
だ
が
、
膏
吏
が
中
間
で
好
策
を
巡
ら
し
、
必
ず
轟
布
で
換
納
す
る
」
な
ど
と
上
啓
し

お
）
、
膏
吏
が
不
正
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
、
政
府
財
源
の
組
悪
化
に
よ
り
最
終
的
に
は
支
払
い
を
受
け
る
貢
人
に
被
害
が
及
ん
で
い
る
こ
と

を
訴
え
て
い
る
。

英
祖
は
こ
れ
ら
の
諸
弊
に
関
す
る
報
告
を
受
け
な
が
ら
も
、
身
布
や
大
同
の
純
木
収
捧
と
諸
般
用
度
の
純
木
支
出
の
方
針
を
変
え
な
か
っ

た
。
そ
の
後
綿
花
価
格
が
高
騰
し
、
銭
木
混
合
納
税
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
市
中
で
は
相
変
わ
ら
ず
銭
荒
が
継
続
し
て
い
た
た

め
、
綿
花
が
豊
作
で
あ
っ
た
英
祖
五
年
、
同
知
事
予
淳
の
上
啓
に
よ
り
純
木
収
捧
に
戻
さ
れ
た
さ
。
以
後
も
部
分
的
な
銭
木
参
半
が
繰
り
返

さ
れ
、
純
木
収
捧
は
骨
抜
き
に
さ
れ
た
も
の
の
、
英
祖
は
現
物
税
制
へ
の
回
帰
を
諦
め
な
か
っ
た
。

英
祖
一

O
年
八
月
一

O
日
、
英
祖
は
純
木
制
再
実
施
の
当
否
を
諸
大
臣
に
諮
問
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
行
吏
曹
判
書
宋
寅
明
は
、
尺
数

・
升
数
を
厳
格
に
定
め
、
巌
短
布
を
上
送
し
た
各
巴
の
守
令
や
操
縦
点
退
し
た
京
司
の
膏
吏
を
処
罰
す
べ
し
と
応
答
し
、
大
司
諌
金
始
畑
は
、

大
同
米
及
び
各
種
軍
布
は
当
初
三
五
尺
を
定
式
と
し
て
い
た
が
、
今
で
は
各
街
門
は
四

O
尺
を
選
ん
で
収
捧
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
8
）。

政
府
の
規
格
は
官
庁
で
は
遵
守
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
民
よ
り
上
質
布
を
収
奪
し
京
司
へ
は
粗
悪
布
を
上
納
す
る
と
い
っ
た
悪
弊
は
依
然
と
し

て
続
い
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
英
祖
は
右
議
政
金
興
慶
の
進
言
に
従
い
、
翌
年
正
月
か
ら
純
木
制
の
再
実
施
を
決
定
し
た
さ
。

そ
し
て
こ
の
決
定
に
よ
り
最
も
被
害
を
受
け
た
の
は
や
は
り
貢
人
で
あ
っ
た
。
翌
一
一
年
一
二
月
七
日
、
英
祖
は
純
木
の
法
が
わ
ず
か
一

年
の
実
施
で
都
民
に
耐
え
難
い
苦
痛
を
与
え
た
こ
と
を
認
め
、
諸
臣
に
意
見
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
左
議
政
金
在
魯
は
「
近
来
各
種
の
物
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品
は
銭
で
な
け
れ
ば
購
入
で
き
ず
、
米
や
綿
布
を
持
っ
て
い
て
も
必
ず
銭
に
換
え
て
交
易
す
る
。
し
か
し
朝
廷
は
価
格
が
下
落
し
た
綿
布
を

貢
物
主
人
（
貢
人
）
に
給
付
し
、
騰
貴
し
た
物
品
を
貿
納
さ
せ
て
い
る
。
彼
ら
が
不
満
を
唱
え
る
の
は
当
然
の
道
理
で
あ
る
」
と
し
て
純
木

制
の
廃
止
を
訴
え
、
右
議
政
宋
寅
明
・
知
中
枢
府
事
申
思
詰
・
兵
曹
判
書
越
尚
網
・
戸
曹
参
判
朱
真
明
ら
も
こ
れ
に
賛
同
し
て
い
る
。
加
え

て
越
尚
綱
と
朱
真
明
は
、
外
方
で
は
好
吏
が
銭
で
徴
税
し
な
が
ら
綿
布
を
上
納
し
て
中
間
搾
取
を
働
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
を
。

貢
人
だ
け
で
な
く
綿
布
で
給
与
を
支
払
わ
れ
る
兵
士
も
巌
布
の
被
害
に
遭
っ
て
い
た
。
一
一
年
一
二
月
一
四
日
、
備
辺
司
の
官
僚
が
出
勤

途
中
、
三
人
の
軍
人
が
街
路
に
立
ち
、
綿
布
を
手
に
持
っ
て
「
苦
し
い
軍
役
に
立
番
し
、
兵
曹
よ
り
給
与
を
受
け
取
っ
た
が
、
貰
っ
た
軍
布

は
尺
寸
を
糊
で
継
ぎ
合
わ
さ
れ
た
所
が
一
匹
の
中
に
数
十
箇
所
も
あ
っ
た
。
こ
ん
な
木
綿
が
ど
う
し
て
使
用
で
き
る
の
か
」
と
涙
な
が
ら
に

怨
瑳
の
声
を
上
げ
て
い
た
の
を
目
撃
し
、
近
来
外
方
の
軍
布
は
轟
劣
で
あ
る
と
言
う
が
、
こ
の
よ
う
な
継
ぎ
接
ぎ
の
綿
布
は
外
方
で
は
決
し

て
上
納
し
て
お
ら
ず
、
兵
曹
で
も
受
領
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
き
っ
と
兵
曹
の
庫
吏
が
外
方
の
下
吏
と
結
託
し
て
、
不
正
を
働
い
た
の

で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
添
え
て
上
疏
し
た
お
）
。
こ
の
よ
う
な
弊
害
が
相
継
い
だ
た
め
、
結
局
英
祖
は
純
木
制
を
諦
め
、
翌
一
二
年
よ
り
銭
木

参
半
や
純
銭
収
捧
を
容
認
し
た
8
0

英
祖
一
八
年
に
は
常
平
通
宝
の
鋳
造
が
再
開
さ
れ
る
。
英
祖
二
六
年
に
は
均
役
法
が
制
定
さ
れ
、
身
役
代
布
が
二
匹
か
ら
一
匹
に
統
一
さ

れ
る
。
こ
う
し
て
英
祖
初
期
に
試
み
ら
れ
た
綿
布
を
基
礎
と
す
る
財
政
統
合
は
失
敗
に
帰
し
、
粛
宗
後
期
の
銭
・
布
・
米
混
合
財
政
に
回
帰

し
た
。
そ
し
て
時
代
が
下
る
に
従
い
銭
の
流
通
量
が
増
大
す
る
と
、
銭
の
税
財
政
に
お
け
る
役
割
は
上
昇
し
た
。
但
し
一
八
世
紀
に
は
綿
布

が
財
政
か
ら
完
全
に
駆
逐
さ
れ
る
に
は
到
ら
ず
、
綿
作
の
豊
凶
に
応
じ
「
民
願
に
従
う
」
形
で
銭
木
参
半
や
純
銭
収
捧
を
随
時
実
施
し
た
。

税
制
に
綿
布
が
残
る
限
り
、
官
員
や
膏
吏
の
不
正
は
無
く
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
英
祖
二
八
年
に
は
、
各
巴
で
軍
布
を
純
銭
収
捧
し
、
膏

吏
が
巌
布
に
交
換
し
て
上
納
す
る
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
8
0
ま
た
英
祖
三
八
年
に
は
持
平
申
一
清
の
上
啓
に
よ
り
、
平
安
道
兵
馬
節
度

使
が
以
前
よ
り
兵
飼
綿
布
二

O
O同
を
正
四
升
布
四

O
O同
に
換
え
て
運
用
し
、
利
息
を
将
士
の
武
芸
試
験
の
褒
賞
に
充
て
て
い
た
が
、
最

近
で
は
出
納
取
息
の
際
に
巌
四
升
布
一
二

O
O同
で
返
還
さ
せ
、
こ
の
内
四

O
O同
を
元
本
の
正
四
升
布
に
充
て
て
、
残
り
の
八

O
O問
を

着
服
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
留
庫
綿
布
は
本
来
四

O
尺
で
あ
る
が
、
今
で
は
三
｜
四
尺
あ
る
い
は
五
｜
六
尺
、
特
に
長
い
も
の
で
も
一
一
ー
ー

朝
鮮
後
期
の
轟
布
（
山
本
）
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一
二
尺
に
過
ぎ
な
い
こ
と
な
ど
が
発
覚
し
た

go
そ
も
そ
も
兵
鯛
を
高
利
貸
し
に
使
用
す
る
こ
と
自
体
が
違
法
行
為
で
あ
る
が
、
兵
使
は
巌

布
を
正
布
と
偽
っ
た
り
、
尺
短
布
に
換
え
た
り
し
て
兵
営
の
資
産
を
食
い
潰
し
て
い
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
平
安
道
で
は
規
格
布
（
五
升
布
）

・
正
四
升
布
・
嬢
四
升
布
の
価
値
比
が
六
・
三
・
一
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
北
辺
で
は
精
属
様
々
な
綿
布
が
現
物
貨
幣
と
し
て
流
通
し
続

け
て
い
た
こ
と
、
正
四
升
布
や
巌
四
升
布
な
ど
の
規
格
外
綿
布
も
ま
た
一
定
の
価
値
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
こ
の
事
件
よ
り
読
み
取
れ
る
。

と
は
言
え
、
大
局
的
に
見
る
と
賦
税
の
銭
納
化
が
進
展
す
る
に
つ
れ
巌
布
の
活
躍
の
場
は
確
実
に
狭
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
正
祖
期
に
も
巌

布
を
用
い
た
不
正
行
為
は
時
折
史
料
に
姿
を
見
せ
る
が
皇
、
英
祖
初
期
と
較
べ
る
と
大
幅
に
減
少
し
、
純
祖
期
以
降
は
ほ
ぼ
杜
絶
す
る
。
巌

布
は
中
国
の
組
布
と
同
様
、
単
な
る
低
価
格
商
品
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

朝
鮮
後
期
の
巌
布
は
一
六
世
紀
の
粗
悪
布
と
同
様
、
現
物
貢
納
財
政
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
点
で
共
通
す
る
が
、
二
升
布
や
三
升
布

と
い
っ
た
普
遍
的
名
称
を
有
す
る
「
規
格
」
品
で
な
い
様
々
な
粗
布
の
総
称
に
変
化
し
て
い
た
。
孝
宗
二
年
、
政
府
は
轟
布
禁
止
令
を
施
行

し
、
そ
の
製
造
と
流
通
を
禁
止
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
代
替
貨
幣
と
な
る
べ
き
銅
銭
が
市
場
に
供
給
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
失
敗
に
終
わ
っ

た
。
そ
こ
で
粛
宗
四
年
よ
り
政
府
は
常
平
通
宝
の
鋳
造
を
開
始
し
、
併
せ
て
綿
布
の
規
格
化
を
図
っ
た
が
、
地
方
で
は
銭
が
ほ
と
ん
ど
行
使

さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
粛
宗
二
三
年
に
鋳
銭
は
停
止
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
よ
り
漢
城
の
銭
価
格
が
高
騰
し
、
地
方
で
も
銭
で
の
納
税

が
始
ま
っ
た
こ
と
で
、
銭
へ
の
信
任
が
次
第
に
浸
透
し
た
。
高
ま
る
一
方
の
銭
需
要
に
対
し
、
銭
廃
止
論
者
の
英
祖
は
純
木
収
捧
へ
の
回
帰

を
試
み
た
が
、
財
政
支
出
で
は
既
に
銭
遣
い
が
定
着
し
て
い
た
た
め
、
純
木
制
は
支
払
い
を
受
け
る
貢
人
を
困
窮
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
結

局
混
合
財
政
へ
戻
っ
た
。
そ
の
後
銭
納
化
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
物
貨
幣
と
し
て
の
巌
布
は
一
九
世
紀
に
は
ほ
ぼ
消
滅
し
た
。

も
し
仮
に
、
場
市
の
発
達
に
伴
い
巌
布
が
「
支
払
協
同
体
」
に
よ
っ
て
流
通
手
段
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
常
平
通

宝
は
短
期
間
で
轟
布
と
代
替
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
漢
城
周
辺
以
外
で
は
当
初
銭
が
通
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
粛
宗
一
五
年
に
領
議
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政
権
大
運
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
各
衛
門
が
賦
税
や
身
役
を
綿
布
で
収
捧
す
る
た
め
、
換
言
す
れ
ば
納
税
手
段
と
し
て
使
用
で
き
な
い
た
め

で
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
に
見
ら
れ
た
極
端
に
粗
い
粗
悪
布
の
流
通
に
つ
い
て
は
更
な
る
検
証
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
七
世
紀
以
降
の
巌
布
は

税
財
政
と
密
着
し
て
い
る
が
故
に
流
通
し
、
容
易
に
駆
逐
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

田
川
孝
三
『
李
朝
貢
納
制
の
研
究
』
東
洋
文
庫
、
一
九
六
四
年
、
六
七
五
l
六
七
六
頁
、
宋
在
韓
二
六
世
紀
綿
布
司
貨
幣
機
能
」
『
辺
太
饗
博

士
華
甲
紀
年
史
学
論
叢
』
一
九
八
五
年
、
須
川
英
徳
「
朝
鮮
前
期
の
貨
幣
発
行
と
そ
の
論
理
」
池
亨
編
『
銭
貨
』
青
木
書
店
、
二

O
O
一
年
。
行
論
で

は
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
史
実
に
つ
い
て
は
註
記
を
省
略
す
る
。

須
川
英
徳
「
朝
鮮
時
代
の
貨
幣
｜
｜
l

『
利
権
在
上
』
を
め
ぐ
る
葛
藤
｜
｜
l

」
歴
史
学
研
究
会
編
『
越
境
す
る
貨
幣
』
青
木
書
店
、

九
頁
、
前
註
（
1
）
須
川
、
二

O
六
頁
。

前
註
（
1
）
宋
、
四
三

O
頁。

前
註
（
1
）
田
川
、
玉
九
八
頁
。

『
朝
鮮
中
宗
実
録
』
巻
四

O
、
中
宗
一
玉
年
八
月
甲
成
。
前
註
（
1
）
宋
、
四

O
一頁。

前
註
（
1
）
宋
、
三
九
五
・
四
二
三
頁
。

『
朝
鮮
仁
祖
実
録
』
巻
七
、
仁
祖
二
年
一
一
月
笑
丑
。

同
右
、
巻
一
九
、
仁
祖
六
年
九
月
甲
成
。

『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
冊
、
仁
祖
二
年
正
月
一
九
日
。

『
承
政
院
日
記
』
第
五
四
冊
、
仁
祖
一
四
年
一
一
月
六
日
。

同
右
、
第
八
六
冊
、
仁
祖
二
一
年
一

O
月
一
一
日
。

註
2 3 4 5 6 7 8 

（

9
）
 

（叩）
（日）

朝
鮮
後
期
の
巌
布
（
山
本

一
九
九
九
年
、
七
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12 

『
備
辺
司
謄
録
』
第
一
一
冊
、
仁
祖
二
五
年
三
月
一
六
日

但
近
来
銀
貨
絶
貴
。
外
方
綿
布
醸
短
。
雄
得
累
百
問
。
以
銀
折
価
。
則
其
数
不
多
。
京
街
門
所
儲
綿
布
品
好
。
且
有
銀
貨
。

『
朝
鮮
仁
祖
実
録
』
巻
四
九
、
仁
祖
二
六
年
二
一
月
丁
巳
。

『
備
辺
司
謄
録
』
第
一
四
冊
、
孝
宗
元
年
七
月
三

O
日。

（
日
）

（
凶
）

（
日
）

（
日
）

（
打
）

（
凶
）

（
印
）

（
却
）

（
幻
）

（
幻
）

（
幻
）

（

M
）
 

（
お
）

『
承
政
院
日
記
』
第
一
一
八
冊
、
孝
宗
二
年
二
月
二
五
日
。

同
右
、
第
一
一
八
冊
、
孝
宗
二
年
二
月
二
九
日
。

26 

拙
稿
「
朝
鮮
王
朝
後
期
の
貨
幣
政
策
と
鴨
緑
江
辺
経
済
」
北
九
州
市
立
大
学
『
外
国
語
学
部
紀
要
』
一
二
九
号
、
二

O
一
O
年。

『
朝
鮮
孝
宗
実
録
』
巻
六
、
孝
宗
二
年
四
月
庚
午
。

『
承
政
院
日
記
』
第
一
二

O
冊
、
孝
宗
二
年
六
月
三
日
。

同
右
、
第
一
二

O
冊
、
孝
宗
二
年
八
月
一
四
日
。

同
右
、
第
＝
二
冊
、
孝
宗
二
年
八
月
一
九
日
。

同
右
、
第
二
二
冊
、
孝
宗
二
年
八
月
二
三
日
。

同
右
、
第
三
二
冊
、
孝
宗
二
年
九
月
六
日
。

同
右
、
第
二
二
冊
、
孝
宗
二
年
九
月
一
一
日
。

『
朝
鮮
孝
宗
実
録
』
巻
八
、
孝
宗
三
年
四
月
壬
寅

嚢
愚
之
民
。
徒
知
寂
粟
之
可
食
・
布
吊
之
可
衣
。
不
知
銭
貨
之
為
衣
食
之
源
。
乃
目
。
銭
之
為
物
。
飢
不
可
食
。
寒
不
可
衣
。
何
為
平
必
使
用
之

耶
。
以
為
流
行
之
貨
云
爾
。
則
巌
布
亦
銭
之
類
也
。
其
不
可
衣
食
則
等
耳
。
何
必
行
其
所
難
得
。
而
禁
其
所
易
得
者
乎
。
伝
相
告
語
。
以
致
疑
惑
。

幾
乎
市
嘩
之
問
。
交
易
不
通
実
。
及
其
姑
緩
轟
布
之
禁
。
而
使
之
誼
行
銭
貨
。
則
民
皆
不
用
銭
。
市
用
巌
布
目
。
諺
所
謂
高
麗
政
令
。
不
出
三
日

者
。
果
若
是
也
。

同
右
、
巻
一

O
、
孝
宗
四
年
三
月
庚
午
。
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（
幻
）

（
お
）

（
却
）

（
叩
）

（
訂
）

（
幻
）

（
お
）

（
泊
）

（
お
）

（
犯
）

『
承
政
院
日
記
』
第
二
四
九
冊
、
粛
宗
元
年
二
一
月
七
日
。

同
右
、
第
二
五

O
冊
、
粛
宗
二
年
正
月
一
四
日
。

同
右
、
第
二
五

O
冊
、
粛
宗
二
年
正
月
一
六
日
。

同
右
、
第
二
五
九
冊
、
粛
宗
三
年
三
月
一
四
日
。

『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
三
冊
、
粛
宗
三
年
四
月
九
日
。

同
右
、
第
三
四
冊
、
粛
宗
四
年
正
月
二
四
日
。

同
右
、
第
三
四
冊
、
粛
宗
四
年
間
三
月
二
四
日
。

拙
稿
「
朝
鮮
後
期
の
銀
流
通
」
北
九
州
市
立
大
学
『
外
国
語
学
部
紀
要
』
一
三
三
号
、
二

O
一
二
年
。

『
朝
鮮
粛
宗
実
録
』
巻
九
、
粛
宗
六
年
二
月
突
亥
。

『
備
辺
司
謄
録
』
第
四
三
冊
、
粛
宗
一
五
年
九
月
八
日

領
議
政
権
所
啓
。
当
初
銭
文
鋳
成
之
時
。
多
費
物
力
。
行
之
巳
久
。
市
祇
能
行
於
近
京
数
百
里
之
地
。
至
於
遠
道
則
不
能
行
。
此
無
他
。
諸
般
民

役
。
各
司
皆
以
布
木
収
捧
。
故
遠
道
之
民
。
無
所
用
銭
。
銭
文
之
不
能
通
行
。
職
此
故
也
。
今
若
使
京
各
司
所
捧
布
木
。
限
其
三
分
之
一
。
許
以

銭
文
代
捧
。
則
百
姓
益
信
其
注
。
而
銭
文
必
能
通
行
於
遠
道
実
。
且
銭
文
与
布
木
有
異
。
捧
上
之
際
。
亦
必
無
下
吏
点
退
操
縦
之
弊
。
尤
為
好
実
。

同
右
、
第
五
九
冊
、
粛
宗
三
四
年
九
月
一
一
日
。

同
右
、
第
六
九
冊
、
粛
宗
四
二
年
二
一
月
二
五
日
。

同
右
、
第
七

O
冊
、
粛
宗
四
三
年
一

O
月
四
日
。

同
右
、
第
七
二
冊
、
景
宗
即
位
年
九
月
二
七
日
。

同
右
、
第
八
一
冊
、
英
祖
三
年
五
月
二
七
日
。

『
承
政
院
日
記
』
第
六
四
三
冊
、
英
祖
三
年
一

O
月
二
四
日
。

同
右
、
第
六
六
六
冊
、
英
祖
四
年
七
月
二
五
日
。
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（
位
）
『
備
辺
司
謄
録
』
第
八
六
冊
、
英
祖
五
年
一

O
月
二
四
日
。

（
訪
）
同
右
、
第
九
六
冊
、
英
祖
一

O
年
八
月
二
三
目
。

（
必
）
同
右
、
第
九
六
冊
、
英
祖
一

O
年
九
月
二
日
。

（
幻
）
同
右
、
第
九
八
冊
、
英
祖
一
一
年
一
二
月
一
一
二
日
。

（
必
）
同
右
、
第
九
八
冊
、
英
祖
一
一
年
一
二
月
一
四
日
。

（
伯
）
同
右
、
第
九
九
冊
、
英
祖
二
一
年
四
月
二
三
日
。

（
印
）
『
承
政
院
日
記
』
第
一

O
八
三
冊
、
英
祖
二
八
年
六
月
五
日
。

（
日
）
『
備
辺
司
謄
録
』
第
一
四
二
冊
、
英
祖
三
八
年
一
一
月
一
七
日
。
但
し
同
右
、
第
一
四
三
冊
、
英
祖
三
九
年
正
月
一
一
日
の
条
に
よ
る
と
、
前
北
兵
使

李
邦
佐
は
民
間
に
属
四
升
布
を
貸
し
付
け
正
四
升
布
を
収
捧
し
て
い
た
と
あ
る
。
だ
と
す
る
と
李
邦
佐
は
営
儲
に
庸
欠
（
穴
あ
き
）
を
作
っ
た
の
で
は

な
く
、
民
間
人
を
収
奪
し
た
こ
と
に
な
る
。

52 

た
と
え
ば
『
承
政
院
日
記
』
第
一
四

O
二
冊
、
正
祖
元
年
七
月
二
一
日
、
同
右
、
第
一
八

O
一
冊
、
正
祖
二
二
年
一
二
月
一
三
日
な
ど
。
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