
－ 147 －

A
kinobu K

uroda,
A
 G
lobal H

istory of M
oney

前　

村　

佳　

幸

本
書
は
、『
中
華
帝
国
の
構
造
と
世
界
経
済
』（
名
古
屋
大
学
出
版

会
、
一
九
九
四
年
）、『
貨
幣
シ
ス
テ
ム
の
世
界
史
〈
非
対
称
性
〉
を
よ

む
』（
初
版
二
〇
〇
三
年
・
増
補
新
版
二
〇
一
四
年
、
岩
波
書
店
刊
）

に
続
く
、
黒
田
明
伸
氏
の
単
著
で
あ
り
、Routledge Explorations 

in Econom
ic H
istory

シ
リ
ー
ズ
の
一
環
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
本

書
で
は
、
近
年
、
著
者
が
国
際
的
に
推
進
し
て
き
た
一
連
の
研
究
成
果

を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
世
界
史
上
の
貨
幣
事
象
を
多
岐
に
わ
た
り
広
く
深

く
捉
え
つ
つ
、
そ
の
構
造
に
踏
み
込
み
、
そ
の
理
解
の
た
め
の
新
た
な

論
理
的
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
。
本
書
に
つ
い
て
は
、
改
題
の
上
で

岩
波
現
代
文
庫
に
収
録
さ
れ
た
『
貨
幣
シ
ス
テ
ム
の
世
界
史
』（
岩
波

書
店
、
二
〇
二
〇
年
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
著
者
に
よ
る
言
及
が
あ

り
、
一
読
す
れ
ば
、
誰
も
が
本
書
の
卓
絶
し
た
構
想
と
意
義
を
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

評
者
に
と
っ
て
経
済
史
は
専
門
外
で
あ
り
、
お
よ
そ
有
意
義
な
批
評

を
行
う
資
質
は
な
い
け
れ
ど
も
、
本
書
が
前
著
『
貨
幣
シ
ス
テ
ム
の
世

界
史
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
成
果
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
る
の

か
、
そ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
に
努
め
た
。
前
著
で
は
、
貨
幣
と
制
度
的

枠
組
み
と
が
相
関
し
て
成
立
す
る
各
国
の
「
支
払
協
同
体
」
と
貨
幣
の

「
地
域
流
動
性
」
と
の
対
応
関
係
が
個
別
的
に
図
示
さ
れ
て
い
た
（
第

六
章
）。
本
書
に
て
著
者
は
、
貨
幣
の
様
態
と
交
換
の
あ
り
方
と
を
結

び
付
け
た
、
応
用
性
の
高
い
「
交
換
の
四よ

ん
し
ょ
う
げ
ん

象
限
」
の
概
念
を
提
示
す

る
。
こ
れ
に
依
拠
し
、
前
著
の
結
論
に
て
「
市
場
の
非
対
称
性
」
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
貨
幣
事
象
と
社
会
制
度
と
の
具
体
的
関
係

や
歴
史
的
展
開
を
「
貨
幣
の
補
完
性
」
の
観
点
か
ら
再
構
築
し
た
の
が

本
書
で
あ
る
。

本
書
の
内
容
を
日
本
語
で
示
す
と
以
下
の
通
り
、
序
論
と
結
論
を
含

名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告　

四
十
六
号　

二
〇
二
二
年
三
月
発
行

批
評
と
紹
介
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め
七
章
か
ら
成
り
、
補
遺
で
は
外
部
か
ら
供
給
さ
れ
る
貨
幣
が
地
域
内

で
滞
留
す
る
事
象
に
つ
い
て
、
図
と
式
を
示
し
説
明
し
て
い
る
。

　

序　

論

前
編　
　

交
換
が
生
み
出
す
現
地
貨
幣

　

第
一
章　

小
農
、
市
場
と
貨
幣

　

第
二
章　

貨
幣
滞
留
と
階
層
化
さ
れ
た
市
場

後
編　
　

世
界
史
に
お
け
る
貨
幣
の
脱
地
域
化

　

第
三
章　

 

貨
幣
の
脱
地
域
化
の
発
動
―
一
三
世
紀
、
モ
ン
ゴ
ル

帝
国
が
遺
し
た
意
図
せ
ざ
る
影
響

　

第
四
章　

 

多
様
化
す
る
世
界
と
階
層
化
―
一
六
世
紀
に
お
け
る

銀
の
大
移
動
と
三
つ
の
道
筋

　

第
五
章　

 

通
貨
の
国
家
的
統
合
―
一
九
世
紀
、
国
際
金
本
位
体

制
の
舞
台
裏

　

結　

論　

社
会
的
循
環
と
し
て
の
貨
幣

　

補　

遺　

環
流
し
な
い
貨
幣
に
関
す
る
流
体
的
モ
デ
ル
と
等
式

　

索
引

序
論
冒
頭
で
著
者
が
行
っ
て
い
る
の
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

に
お
け
る
交
換
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ー
ゼ
の
否
定
で
あ

る
。
著
者
の
視
点
は
、
世
界
中
の
民
衆
の
生
活
と
密
着
し
た
貨
幣
を
介

し
た
財
と
労
働
の
交
換
に
広
く
注
が
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で
多
様
で
歴

史
的
な
政
治
的
社
会
的
諸
制
度
が
そ
れ
ぞ
れ
の
貨
幣
の
あ
り
方
と
強
く

関
係
し
て
い
る
こ
と
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
工
業
化
以
前
の
社
会
に
お
け
る
農
民
の
経
済
活
動
を
正
し
く
捉
え

る
こ
と
の
で
き
な
い
観
念
と
の
決
別
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
独
自
の
「
交
換
の
四
象
眼
」
の
概
念
が
図
示
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
交
易
距
離
の
違
い
と
使
用
さ
れ
る
貨
幣
の
額
面
の
違
い
、
決
算

の
手
段
、
お
よ
そ
誰
で
も
参
加
で
き
る
匿
名
的
な
交
易
、
そ
の
場
で
決

済
す
る
一
過
性
の
対
面
取
引
、
取
引
の
連
続
性
を
前
提
と
し
た
信
用
決

済
の
差
異
に
着
目
し
、
交
易
の
あ
り
方
と
貨
幣
な
い
し
そ
の
他
の
決
済

手
段
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

第
Ⅰ
象
眼
は
、
匿
名
的
な
当
事
者
間
の
遠
隔
地
交
易
で
あ
り
高
額
で

可
搬
性
の
高
い
貨
幣
を
用
い
る
。
第
Ⅱ
象
眼
は
、
指
名
さ
れ
た
間
柄
で

の
遠
隔
地
交
易
で
あ
り
、
手
形
や
証
書
の
交
換
に
よ
り
決
済
を
行
う
。

第
Ⅲ
象
眼
は
、
指
名
さ
れ
た
間
柄
で
の
近
接
的
な
取
引
で
あ
り
、
帳
簿

上
の
差
引
に
基
づ
き
決
済
を
行
う
。
第
Ⅳ
象
眼
は
、
匿
名
的
な
者
同
士

が
近
接
的
な
交
易
を
行
い
少
額
貨
幣
を
用
い
る
。
証
券
類
と
帳
簿
は
貨

幣
で
は
な
い
が
、
計
算
単
位
と
し
て
の
貨
幣
が
必
須
で
あ
る
。
た
だ

し
、
貨
幣
が
支
払
い
・
価
値
尺
度
・
価
値
貯
蔵
の
手
段
を
具
有
す
る
と

い
う
現
代
的
常
識
に
と
ら
わ
れ
ず
、
商
人
と
農
民
と
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
形
態
・
単
位
・
機
能
の
貨
幣
を
使
い
分
け
た
史
実
に
照
ら
し
て
、
四
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象
眼
で
は
単
一
の
計
算
単
位
を
前
提
と
し
な
い
。
む
し
ろ
、
秤
量
銀
の

両
と
銅
銭
の
文
が
並
存
し
た
一
九
世
紀
の
中
国
が
第
Ⅰ
と
第
Ⅳ
象
眼
に

該
当
す
る
よ
う
に
、
異
な
る
貨
幣
が
補
完
的
に
展
開
す
る
と
想
定
さ
れ

る
。
第
Ⅲ
は
少
額
金
属
貨
幣
が
ほ
ぼ
欠
如
し
て
い
る
状
況
下
に
あ
り
、

第
Ⅱ
と
第
Ⅲ
象
眼
は
現
金
に
強
く
依
存
し
て
い
な
い
。

自
由
で
匿
名
的
な
交
易
は
、
冒
険
的
商
人
に
よ
る
貿
易
だ
け
で
は
な

く
、
農
民
同
士
で
も
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
遠
隔
地
交
易
が
常
に
現
金
の

一
括
払
い
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
自
由
自
在
な
交
易
か
継
続
的
で
確

実
な
交
易
を
指
向
す
る
の
か
、
そ
の
分
岐
点
は
、
農
民
に
対
す
る
、
そ

の
時
々
の
国
家
的
社
会
的
制
度
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
こ
で
著

者
は
、
ヒ
ッ
ク
ス
の
互
酬
と
指
令
に
よ
る
「
慣
習
経
済
」「
統
制
経
済
」

と
い
う
非
「
市
場
経
済
」
の
概
念
や
金
属
貨
幣
の
欽
定
性
を
示
し
な
が

ら
国
家
で
は
な
く
専
業
的
な
「
商
人
的
経
済
」
が
真
の
貨
幣
を
生
み
出

す
と
い
う
主
張
に
疑
問
を
呈
す
る
（
八
頁）

1
（

）。
そ
れ
は
、
生
産
と
消
費

と
を
結
ぶ
図
式
で
あ
っ
て
、
多
様
な
交
易
の
あ
り
方
を
考
慮
し
て
い
な

い
か
ら
で
あ
り
、
巡
り
め
ぐ
っ
て
後
で
財
を
得
る
と
い
う
贈
与
の
慣
習

よ
り
も
口
頭
誓
約
や
定
期
市
な
ど
即
座
に
行
わ
れ
る
取
引
形
態
が
世
界

史
的
に
顕
著
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
グ
レ
シ
ャ
ム
の
「
悪
貨
が
良
貨

を
駆
逐
す
る
」
と
い
う
格
言
に
つ
い
て
は
、
両
者
が
同
時
に
は
両
立
し

な
い
と
い
う
前
提
を
指
摘
し
、
実
際
に
は
機
能
を
異
に
し
て
補
完
的
に

並
存
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
、
大
不
況
下
の
米
国
の
よ
う

に
、
農
民
の
貨
幣
需
要
の
季
節
的
偏
差
が
深
刻
な
金
融
逼
迫
を
引
き
起

こ
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
そ
の
上
で
、
交
換
に
お
け
る
確
実

性
と
柔
軟
性
の
選
択
が
世
界
史
に
お
け
る
貨
幣
事
象
を
分
析
す
る
上
で

重
要
な
観
点
と
し
て
明
示
さ
れ
る
。

第
一
章
に
お
い
て
は
、
工
業
化
以
前
の
定
期
市
な
ど
在
地
の
市
場
に

お
け
る
農
民
間
の
自
主
的
な
交
易
と
貨
幣
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
、

モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
生

存
を
図
る
農
民
の
互
酬
的
関
係
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
個
々
の
農
民
の

自
発
的
な
取
引
と
貨
幣
と
の
関
係
性
を
看
過
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
前
半
の
山
西
省
太
原
県
黄
陵
村
の
事
例
で
は
、
定
期
市
が
農

民
が
半
日
で
往
来
で
き
る
範
囲
に
成
立
し
、
対
面
で
直
接
売
買
す
る
場

所
で
あ
り
、
そ
の
決
済
は
そ
の
場
の
現
金
払
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
時

期
、
農
繁
期
に
お
け
る
「
換
工
」
慣
行
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
太
原

近
郊
の
農
村
に
生
き
た
劉
大
鵬
の
『
退
想
斎
日
記
』（
一
八
九
〇
年
〜

一
九
四
二
年
）
に
あ
る
通
り）

2
（

、
毎
日
所
定
の
場
所
で
人
手
を
確
保
し
労

賃
を
毎
日
貨
幣
で
支
払
う
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
十
日
ご
と
に
二
の
日
と
七
の
日
に
市
が
立
っ
た
、
山
東
省

寧
清
県
大
柳
鎮
の
統
泰
と
い
う
商
号
を
も
つ
商
人
が
遺
し
た
帳
簿
類
に

つ
い
て
、
道
光
一
〇
年
四
月
（
一
八
三
〇
）
の
「
出
入
流
水

」（
嘉
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慶
・
道
光
「
統
泰
号

簿
」
の
一
部
、
中
国
国
家
図
書
館
文
津
閣
所

蔵
）
を
分
析
す
る
。
そ
の
取
引
は
日
用
品
が
主
で
相
手
の
名
が
同
じ
年

に
二
度
出
て
来
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
市
の
立
つ
日
に
取
引
額
が

突
出
す
る
傾
向
が
表
示
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
も
農
民
の
副
業
と
し
て

の
「
小
販
」
が
存
在
し
て
い
た
と
み
な
せ
る
。
統
泰
号
が
「
小
販
」
に

前
貸
し
掛
け
売
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
次
の
市
の
日
ま
で
が
限
度

で
あ
っ
た
と
い
う
。
取
引
総
額
に
お
け
る
信
用
供
与
の
程
度
は
低
く
、

低
利
子
で
特
定
の
者
と
の
取
引
関
係
を
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
指
向
は

顕
著
で
な
い
。
そ
の
百
年
後
の
日
本
人
に
よ
る
調
査
報
告
に
よ
る
と
、

河
北
省
、
山
東
省
、
陝
西
省
そ
し
て
江
南
に
お
け
る
農
民
に
つ
い
て
、

現
金
取
引
と
居
住
す
る
集
落
内
よ
り
も
市
場
で
の
販
売
を
好
み
、
同
じ

集
落
の
住
民
同
士
の
借
金
を
避
け
、
売
っ
た
者
か
ら
買
わ
な
い
な
ど
得

意
先
を
も
た
ず
、
貸
し
借
り
を
作
ら
な
い
意
識
が
強
か
っ
た
と
い
う
。

総
じ
て
、
中
国
農
民
は
予
期
せ
ぬ
事
態
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
よ
う
、

特
定
の
相
手
と
の
継
続
的
取
引
を
あ
え
て
避
け
て
い
た
と
い
え
る
。
統

泰
号
の
検
討
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
農
民
の
行
動
規
範
が
遅
く
と
も

一
九
世
紀
前
半
に
遡
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
。

中
国
で
は
遠
隔
地
交
易
と
在
地
で
の
交
易
と
で
異
な
る
貨
幣
を
用
い

て
お
り
互
換
性
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
安
徽
省
屯
渓
県

（
徽
州
南
部
）
に
お
け
る
米
価
動
向
（
一
八
二
一
〜
一
八
六
〇
年
）
の

よ
う
に
（
中
国
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
収
蔵
「
金
山
祀
会
収
支
簿
」）、

ア
ヘ
ン
戦
争
前
の
十
数
年
間
に
一
年
あ
た
り
「
二
百
万
〜
一
千
万
両
」

も
の
銀
が
流
出
し
た
か
ら
と
い
っ
て）

3
（

、
各
地
域
の
物
価
に
直
接
作
用
し

な
か
っ
た
こ
と
も
十
分
理
解
で
き
る
。

農
民
の
交
易
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
に
お
い
て
工
業
化
以
前
の
中
国
と

日
本
に
は
差
異
が
あ
る
。
西
日
本
で
は
、
農
繁
期
で
も
日
雇
い
農
業
労

働
者
は
お
よ
そ
見
出
せ
な
い
。
山
城
の
国
の
事
例
で
は
、『
退
想
斎
日

記
』
と
異
な
り
、
雇
わ
れ
た
者
の
名
前
も
記
さ
れ
後
払
い
な
の
で
継
続

的
な
関
係
が
窺
わ
れ
る
。
農
民
と
商
人
の
関
係
で
は
、
中
国
の
よ
う
な

自
家
製
の
綿
糸
や
綿
布
を
直
接
売
り
出
す
農
民
と
売
買
益
を
重
視
す
る

商
人
と
の
取
引
と
異
な
り
、
和
泉
の
商
人
の
場
合
、
集
め
た
棉
花
を
河

内
の
農
民
に
前
貸
し
て
桛か

せ
い
と糸

を
受
け
取
る
サ
イ
ク
ル
を
構
築
し
て
お

り
、
棉
花
栽
培
農
に
は
干
鰯
を
前
貸
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
継
続
的
な

貸
借
は
帳
簿
に
記
さ
れ
、
そ
の
差
引
に
よ
っ
て
精
算
し
て
お
り
、
手
形

が
交
わ
さ
れ
現
金
の
比
重
は
低
く
な
っ
て
い
っ
た
。
な
お
、
村
民
が
他

の
村
民
の
た
め
日
銭
で
働
く
こ
と
は
忌
避
さ
れ
、
結ゆ

い

な
ど
村
民
間
の
互

酬
的
協
業
が
普
遍
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
日
中
の
慣
例
を
比
較
す
る

と
、
日
本
で
は
農
民
と
商
人
と
が
市
場
を
介
さ
ず
直
接
取
引
し
相
互
の

信
用
に
よ
っ
て
実
際
に
貨
幣
を
使
用
す
る
機
会
を
最
小
限
に
し
て
お

り
、
中
国
で
は
分
散
し
た
貨
幣
実
物
に
よ
っ
て
ど
こ
で
も
小
規
模
な
市
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定
期
市
は
姿
を
消
し
た
。
信
濃
の
飯
山
藩
で
は
仲
買
人
が
定
期
市
で
匿

名
的
な
相
手
と
穀
物
を
売
買
し
て
い
た
が
、
一
八
世
紀
後
半
に
な
る

と
、
藩
の
米
穀
商
が
他
藩
の
特
定
商
人
と
為
替
に
よ
る
先
物
取
引
を
行

う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
為
替
に
は
流
通
性
が
あ
り
、
一
九
世
紀
に
は

穀
物
以
外
の
商
品
も
対
象
に
な
っ
た
。
継
続
的
な
取
引
に
よ
る
債
権
に

比
し
て
少
な
い
現
金
と
い
う
点
で
、
秋
田
藩
の
漆
商
高
橋
家
の
よ
う
に

（『
秋
田
県
史　

資
料
』
近
世
編
下
）、
近
世
日
本
の
商
人
の
資
産
内
容

も
英
国
と
類
似
し
て
い
る
。
日
英
両
国
は
、
定
期
市
か
ら
商
人
の
信
用

に
依
拠
し
た
取
引
に
移
行
し
、
資
産
の
蓄
積
が
貨
幣
依
存
を
下
げ
、
特

定
の
相
手
と
の
継
続
的
取
引
を
指
向
す
る
点
も
共
通
す
る
。
そ
れ
は
、

山
東
省
の
よ
う
に
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
そ
し
て
開
港
に
よ
り
交
易
が

活
性
化
す
る
状
況
下
で
定
期
市
が
増
加
し
た
中
国
と
対
照
的
で
あ
る

（
三
三
頁
）。

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
継
続
的
な
取
引
と
確
実
性
を
指
向
す

る
日
本
は
第
Ⅲ
象
眼
に
あ
た
り
、
一
過
性
的
な
取
引
と
柔
軟
性
を
指
向

す
る
中
国
は
第
Ⅳ
象
眼
に
該
当
す
る
。
両
者
そ
れ
ぞ
れ
内
部
の
取
引
関

係
を
図
示
し
て
外
部
か
ら
貨
幣
が
流
入
す
る
線
を
引
く
と
、
濃
密
な
信

用
関
係
を
張
り
巡
ら
し
た
在
地
社
会
で
は
結
節
点
は
極
小
で
あ
り
、
匿

名
的
で
現
金
に
よ
り
少
額
な
交
易
を
即
座
に
完
了
す
る
在
地
社
会
で
は

結
節
点
は
多
く
複
雑
と
い
う
構
造
が
明
瞭
と
な
る
。

場
が
成
立
し
て
お
り
、
き
わ
め
て
対
照
的
な
構
造
と
い
え
る
。

次
に
近
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
比
較
の
対
象
に
加
え
る
。
地
方
都
市
や

領
主
館
の
訴
訟
記
録
に
よ
る
と
、
地
域
内
の
各
層
で
代
金
・
賃
金
・
賃

貸
料
を
め
ぐ
り
日
常
的
に
各
人
の
信
用
に
依
拠
し
た
取
引
が
行
わ
れ
て

い
た
。
第
三
者
立
ち
会
い
で
の
口
頭
の
約
束
の
み
で
一
ポ
ン
ド
以
下
の

金
額
で
も
成
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。
一
七
世
紀
後
半
は
小
規
模
債
務
を

め
ぐ
る
訴
訟
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
（
こ
の
過
程
を
経
て
、
地
域
の
誰
か

ら
も
取
引
相
手
に
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
債
務
履
行
が
常
識
と

な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
）。
さ
ら
に
遺
産
目
録
を
見
る
と
、
動
産
の

大
部
分
が
手
形
・
証
券
類
や
帳
簿
上
の
貸
し
で
あ
り
、
現
金
の
占
め
る

割
合
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
市
場
に
関
し
て
は
、
一
三
世
紀
の
人

口
増
加
に
伴
い
一
日
で
往
来
で
き
る
範
囲
で
増
加
し
た
が
、
一
六
世
紀

に
は
大
幅
に
淘
汰
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
都
市
民
の
指
名
に
よ
る

取
引
が
主
流
と
な
り
、
現
金
使
用
の
頻
度
も
低
く
な
っ
て
い
っ
た
。

近
世
に
お
け
る
変
化
は
、
一
七
世
紀
以
降
の
日
本
に
お
い
て
よ
り
顕

著
で
あ
る
。「
四
日
市
」
は
全
国
的
に
展
開
し
、
そ
こ
で
は
小
商
人
が

農
民
か
ら
商
品
を
買
い
取
る
場
で
あ
っ
た
。
幕
藩
体
制
下
、
領
国
支
配

の
集
権
化
が
進
み
、
藩
政
の
中
枢
で
あ
る
城
下
町
の
居
住
を
認
め
ら
れ

た
商
人
が
交
易
上
の
特
権
を
得
た
。
定
期
市
か
ら
都
市
へ
の
交
易
の
移

行
は
日
本
全
体
で
生
じ
、
越
後
地
方
を
除
き）

4
（

、
一
九
世
紀
後
半
ま
で
に
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第
二
章
に
お
い
て
は
、
国
家
発
行
の
少
額
貨
幣
が
一
度
地
方
に
交
付

さ
れ
る
と
、
ほ
ぼ
中
央
に
環
流
し
な
い
と
い
う
事
象
を
糸
口
に
考
察
す

る
。
ま
ず
は
現
代
の
英
米
の
調
査
か
ら
、
少
額
通
貨
が
末
端
で
滞
留
し

て
回
収
率
が
極
端
に
低
い
こ
と
を
示
す
。
四
川
省
阿
壩
県
の
一
括
出
土

埋
蔵
銭
（
一
八
七
〇
年
代
窖
蔵
）
で
は
乾
隆
通
宝
の
割
合
が
多
く
、
最

も
発
行
額
の
多
い
銅
銭
が
最
も
多
く
滞
留
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
滞
留
を
悪
貨
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
た
と
見
な
す
の
は
妥
当

で
な
い
。
ア
ー
サ
ー
・
ス
ミ
ス
が
観
察
し
た
よ
う
に
、
小
商
店
で
も
銅

銭
の
集
計
と
整
理
に
多
く
の
時
間
と
労
力
を
費
や
し
た
。
国
家
は
新
規

供
給
よ
り
も
回
収
に
能
力
の
限
界
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。

世
界
大
恐
慌
当
時
に
ヒ
ッ
ク
ス
は
、
人
々
が
タ
ン
ス
預
金
し
て
有
価

証
券
を
購
入
し
な
か
っ
た
こ
と
を
非
合
理
的
選
択
と
評
し
た
が
、
こ
れ

は
人
々
の
貯
金
指
向
ば
か
り
見
て
意
図
せ
ず
通
貨
が
滞
留
す
る
こ
と
を

看
過
し
て
い
る
（
四
五
頁
）。
滞
留
し
て
い
る
貨
幣
の
大
部
分
が
直
ち

に
死
蔵
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
い
つ
で
も
誰
で
も
遣
え
る
確
信
が
あ

る
か
ら
こ
そ
自
宅
な
い
し
安
全
な
所
（
地
中
）
で
保
管
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
種
の
貨
幣
の
急
激
な
減
少
が
、
物
資
の
欠
乏
よ
り
も
深
刻
な

影
響
を
地
域
に
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。
明
末
の
泉
州
に
お
い
て
私
鋳
銭

を
放
任
す
る
こ
と
で
米
価
暴
騰
が
沈
静
化
し
た
経
緯
を
伝
え
る
『
泉
南

雑
志
』
の
記
事
、
一
九
二
九
年
に
お
け
る
湖
北
省
北
部
老
河
口
の
市
鎮

仙
人
渡
（
戸
数
三
〇
〇
）
の
三
六
業
者
が
各
自
紙
製
貨
幣
を
発
行
し
て

い
た
事
例
は
（
五
三
頁
）、
少
額
貨
幣
不
足
の
状
況
下
、
自
律
的
な
第

Ⅳ
象
眼
の
交
易
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

次
に
統
泰
号
の
帳
簿
「
道
光
二
十
一
年
銀
出
入
」（
中
国
社
会
科
学

院
経
済
研
究
所
）
を
史
料
と
し
、
同
年
十
月
初
一
日
（
一
八
四
一
年

一
〇
月
一
三
日
）
に
お
け
る
統
泰
号
と
取
引
相
手
と
の
決
算
を
分
析
す

る
と
、
四
種
類
の
銀
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
う
ち
通
し
番
号
の
付
さ
れ

た
タ
イ
プ
の
宝
銀
（
五
〇
両
）
が
統
泰
号
と
三
つ
の
取
引
先
と
の
間
で

動
い
て
お
り
、
伝
票
記
帳
日
と
支
払
日
の
間
の
精
算
の
た
め
に
銅
銭
で

利
子
が
支
払
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、「
道
光
二
十
一
年
八
月
出
入
流
水

」（
中
国
国
家
図
書
館
文
津
閣
所
蔵
「
統
泰
号

簿
」）
に
は
、
銅
銭

建
て
（
文
）
と
銀
建
て
（
両
）
の
項
目
に
区
分
さ
れ
、
十
月
初
一
日
に

お
け
る
統
泰
号
の
収
支
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
日
一
日
の
総
取
引
額

は
二
千
貫
（
銀
換
算
で
七
〇
〇
両
）
に
及
ぶ
が
、
二
千
文
の
商
品
を
受

け
取
り
同
額
の
油
を
渡
し
た
よ
う
に
売
買
が
同
時
で
同
額
で
あ
れ
ば
容

易
に
相
殺
で
き
た
。
さ
ら
に
、
複
数
の
買
い
手
か
ら
の
銅
銭
建
て
の
支

払
い
は
宝
銀
で
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
の
銀
で
統
泰
号
は
売
り
手
に
対

し
て
銅
銭
建
て
の
支
払
い
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
状
況
か
ら
商
人
が
現

金
使
用
を
避
け
、
複
数
の
売
り
手
買
い
手
を
介
在
さ
せ
て
取
引
の
相
殺

を
シ
ス
テ
ム
化
し
て
い
た
と
い
え
る
。
基
本
的
に
は
同
額
の
取
引
を
利
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用
し
て
各
自
で
伝
票
を
帳
簿
に
転
記
し
て
収
支
を
管
理
し
、
現
金
は
差

額
調
整
や
利
子
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
取
引
の
阻
害

要
因
を
緩
和
す
る
た
め
銅
銭
と
銀
の
貨
幣
機
能
を
自
律
的
に
分
化
さ
せ

て
い
た
の
で
あ
る
。

長
崎
に
拠
点
を
置
き
俵
物
を
台
湾
と
中
国
東
南
沿
海
部
に
輸
出
し
て

い
た
福
建
商
人
の
泰
益
号
は
、
地
元
の
十
八
銀
行
お
よ
び
横
浜
正
金
銀

行
と
の
信
用
関
係
に
よ
り
決
済
を
行
っ
て
い
た
。
泰
益
号
の
帳
簿
も
中

国
式
で
あ
る
が
、
後
払
い
を
前
提
と
し
て
い
る
（
長
崎
歴
史
文
化
博
物

館
所
蔵
「
泰
益
号
関
係
史
料
」）。
こ
れ
と
異
な
り
、
統
泰
号
と
取
引
相

手
と
の
間
に
は
当
日
中
に
決
算
を
行
い
均
衡
を
保
と
う
と
す
る
強
い
意

思
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
商
人
間
の
売
買
の
相
殺
に
よ
る
決
済
は
、

「
過

」
と
い
う
簿
記
制
度
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
り
、
現
金
が
少
な

く
、
貸
出
や
為
替
交
換
を
し
て
く
れ
る
銀
行
も
存
在
し
な
い
と
い
う
金

融
状
況
の
所
産
と
い
え
る
。
な
お
、
商
人
が
信
用
に
よ
る
指
名
取
引
よ

り
も
匿
名
的
な
手
形
の
交
換
を
重
視
す
る
の
は
、
決
済
の
後
回
し
を
忌

避
す
る
か
ら
で
あ
り
、
第
Ⅲ
象
眼
に
類
似
す
る
が
、
実
際
に
は
第
Ⅳ
象

眼
の
範
疇
に
あ
る
。
仮
想
的
な
貨
幣
の
額
面
を
単
位
と
し
た
相
殺
取
引

は
物
々
交
換
と
明
確
に
区
別
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
中
国
で
は
農
民
だ
け

で
な
く
在
地
の
商
人
も
第
Ⅳ
象
眼
を
指
向
し
て
い
た
。

ベ
ル
ギ
ー
植
民
地
時
代
の
コ
ン
ゴ
で
は
、
カ
ヌ
ー
と
魚
を
売
買
す
る

貨
幣
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
、
漁
師
は
二
つ
の
貨
幣
流
通
の
中
で
生
活

し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
為
政
者
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
自

生
的
に
成
立
し
た
。
一
九
三
〇
年
の
遼
東
湾
沿
岸
の
営
口
で
は
、
新
旧

奉
天
票
（
省
銀
元
）、
銀
貨
（
ド
ル
）、
銀
塊
（
両
）、
朝
鮮
銀
行
券

（
金
建
て
）、
横
浜
正
金
銀
行
券
（
銀
建
て
）
か
ら
銅
銭
（
文
）
に
至
る

雑
多
な
貨
幣
が
使
途
に
よ
り
並
存
し
て
い
た
（
六
一
頁
）。
そ
の
交
換

レ
ー
ト
は
毎
日
変
動
し
た
の
で
、
大
商
人
は
単
一
貨
幣
に
全
面
的
に
依

存
せ
ず
、
帳
簿
の
差
引
で
対
応
し
て
い
た
。
銀
塊
に
は
〝
虚
銀
両
〞
と

し
て
簿
記
上
の
仮
想
的
単
位
が
付
与
さ
れ
て
い
た
が
、そ
の
数
値
（
両
）

は
混
在
す
る
貨
幣
の
な
か
で
最
も
中
立
的
で
あ
り
、
現
金
の
急
な
欠
乏

に
よ
る
影
響
を
防
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
貨
幣
実
体
と
分
離
し
て

仮
想
的
な
単
位
を
付
与
さ
れ
た
通
貨
は
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
オ
ス
マ

ン
帝
国
各
地
で
も
展
開
し
た
が
、
こ
こ
で
も
「
一
国
一
通
貨
」
制
度
を

当
然
と
す
る
西
洋
人
に
は
無
秩
序
で
異
様
な
状
態
と
し
て
し
か
認
識
で

き
な
か
っ
た
（
六
二
頁
）。

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
前
編
に
お
い
て
は
、
日
本
人
の
調
査
報
告
の

み
な
ら
ず
、
新
旧
中
国
知
識
人
の
記
録
や
商
人
の
帳
簿
を
史
料
と
し
て

検
討
し
、
近
世
の
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
そ
し
て
世
界
各
地
の
事
例
を
吟
味

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
業
化
以
前
の
農
民
と
貨
幣
と
の
密
接
な
関
係

と
在
地
商
人
間
の
決
済
に
端
的
に
表
れ
る
構
造
上
の
差
異
を
明
ら
か
に
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し
て
い
る
。
つ
づ
く
本
書
後
編
は
時
系
列
的
な
展
開
を
軸
と
し
て
叙
述

さ
れ
る
。
そ
の
画
期
的
着
想
と
し
て
刮
目
す
べ
き
は
、
従
来
の
世
界
経

済
史
や
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
お
け
る
西
欧
主
体
の
一
六
〜
一
七
世
紀
で

は
な
く
、
一
三
〜
一
四
世
紀
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
よ
る
大
統
合

を
貨
幣
の
世
界
史
の
起
点
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
章
に
お
い
て
は
、
元
朝
の
「
投
下
」
制
度
の
歴
史
的
意
義
が
高

く
評
価
さ
れ
る
。
そ
れ
は
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
の
子
孫
同
士
の
共
存
連
携

を
は
か
る
、
彼
ら
の
政
体
で
あ
る
ウ
ル
ス
相
互
で
税
収
を
分
か
ち
合
う

と
い
う
中
国
歴
代
王
朝
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
財
政
シ
ス
テ
ム
で
あ

り
、
中
国
か
ら
西
方
の
諸
ウ
ル
ス
に
銀
が
移
送
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
貿
易
で
は
西
方
か
ら
中
国
に
銀
が
持
ち
込
ま
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
独
自
の
制
度
が
銀
の
逆
流
を

も
た
ら
し
、
そ
の
支
配
圏
外
の
西
欧
に
も
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
好
例
が
一
三
世
紀
第
4
四
半
期
と
一
四
世
紀
第
1
お

よ
び
第
3
四
半
期
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
室
に
よ
る
空
前
の
銀
貨

発
行
額
で
あ
る
。
そ
の
間
、
谷
を
な
し
て
い
る
が
、
各
期
の
ピ
ー
ク
は

年
間
三
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
越
え
る
。
毛
織
物
産
業
の
盛
行
を
背
景
に
代

価
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
銀
を
原
料
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
銀
保
有
量
は
バ
ル
ト
海
や
地
中
海
を
経
た
中
国
か
ら
の
流
入

に
よ
っ
て
増
大
し
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
で
銀
山
開
発
が
進
展
し

た
と
い
う
史
実
が
な
い
以
上
、
こ
の
共
時
性
の
指
摘
は
等
閑
視
で
き
な

い
。
黒
海
に
注
ぐ
ド
ニ
ス
テ
ル
川
右
岸
部
と
カ
ル
パ
チ
ア
山
脈
と
の
間

に
あ
る
キ
プ
チ
ャ
ク
汗
国
の
衛
戍
地
跡
か
ら
の
銀
塊
を
調
査
し
た
著
者

の
所
見
も
中
国
銀
塊
が
大
量
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
の
有
力
な
傍

証
と
な
っ
て
い
る
（
八
三
頁
）。

元
朝
が
接
収
し
た
中
国
国
内
の
銀
塊sycee

は
揚
州
元
宝
（
五
〇

両
、
約
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
改
鋳
さ
れ
、
西
方
に
持
ち
出
さ
れ
た
元
宝

はsom
o

に
改
鋳
さ
れ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
商
人
は
リ
ン
ネ
ル
生
地
を

キ
プ
チ
ャ
ッ
ク
汗
国
の
首
都
サ
ラ
イ
な
ど
に
持
ち
込
み
、som

o

を
入

手
し
て
い
た
。
純
度
の
高
いsom

o

一
個
は
約
二
〇
〇
グ
ラ
ム
で
元
宝

の
十
分
の
一
で
あ
り
、
北
イ
タ
リ
ア
の
フ
ロ
ー
リ
ン
金
貨
五
枚
と
等
価

と
さ
れ
た
の
で
、
五
〇
フ
ロ
ー
リ
ン
金
貨
が
中
国
で
は
銀
一
錠
（
五
〇

両
）
に
換
算
さ
れ
る
。
西
方
で
は
イ
ル
汗
国
の
銀
貨asper

二
枚
は
シ

チ
リ
ア
王
国
欽
定
銀
貨
一
枚
と
交
換
で
き
、asper

二
〇
〇
枚
は
五
〇

フ
ロ
ー
リ
ン
に
換
算
さ
れ
る
。
ハ
ン
ザ
同
盟
に
加
入
し
毛
皮
を
キ
プ

チ
ャ
ッ
ク
汗
国
に
供
給
し
て
い
た
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
の
グ
リ
ヴ
ナ
銀
塊
は
約

二
〇
〇
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
。
雲
南
産
出
の
銀
も
ま
た
西
方
に
流
れ
、
デ

リ
ー
・
ス
ル
タ
ン
朝
の
銀
貨
ル
ピ
ー
の
原
料
と
な
っ
た
。
表
面
が
銀
で

中
身
は
銅
の
デ
ィ
ル
ハ
ム
と
異
な
り
、
元
宝
は
改
鋳
し
て
も
変
質
し
な

い
の
で
各
地
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
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の
高
額
貨
幣
が
互
換
性
と
計
数
性
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
中
国
銀
一
錠

に
換
算
で
き
る
単
位
を
も
っ
て
銀
が
西
欧
に
流
入
し
た
。

中
国
側
で
は
、
銀
が
な
く
て
も
元
朝
発
行
の
中
統
鈔
に
よ
っ
て
通
貨

が
ま
か
な
わ
れ
、
活
発
な
商
業
活
動
か
ら
の
徴
税
を
支
え
た
。
財
政
難

に
よ
る
紙
製
貨
幣
の
大
量
発
行
が
イ
ン
フ
レ
を
引
き
起
こ
し
、
元
朝
支

配
の
動
揺
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
は
、「
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
」
や

「
貨
幣
数
量
説
」
を
援
用
す
る
と
、
因
果
関
係
と
し
て
理
解
し
や
す
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
南
宋
と
同
じ
く
元
朝
の
紙
製
貨
幣
が
高
い
額
面
で
し

か
発
行
さ
れ
ず
、
地
方
の
酒
店
な
ど
で
は
木
片
が
貨
幣
の
代
用
で
あ
っ

た
と
い
う
実
態
か
ら
（
九
五
頁
）、
第
Ⅰ
象
眼
と
第
Ⅳ
象
眼
の
交
易
と

が
円
滑
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
構
造
が
窺
わ
れ
る
。
元
朝
統
治
下
、
銅

銭
は
ほ
ぼ
発
行
さ
れ
ず
使
用
も
禁
止
さ
れ
、
銅
銭
は
海
外
に
輸
出
さ
れ

た
。
一
二
世
紀
後
半
か
ら
宋
銭
を
大
量
に
輸
入
し
た
日
本
で
も
大
仏
や

梵
鐘
の
原
料
に
転
用
さ
れ
た
（
八
七
頁
）。
貨
幣
と
し
て
も
代
銭
納
に

よ
り
全
国
的
に
普
及
し
、
定
期
市
が
盛
行
し
貫
高
制
へ
と
移
行
す
る
。

唐
物
や
宋
銭
の
代
価
と
し
て
日
本
か
ら
は
硫
黄
や
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
が
好

む
被
服
装
飾
用
の
金
が
輸
出
さ
れ
た
。

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
興
隆
・
崩
壊
と
関
連
す
る
事
象
と
し
て
、
中
世
の

日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
市
場
の
増
加
と
減
少
に
着
目
し
、
政
治
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
貨
幣
供
給
が
地
域
市
場
の
形
成
を
促
し
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る

（
九
一
頁
）。
諸
地
域
間
の
共
時
的
な
相
関
性
を
重
視
し
て
き
た
著
者
な

ら
で
は
の
所
見
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
崩
壊
後
、
イ
ン
ド
・
西
ア
ジ

ア
方
面
の
陶
磁
器
輸
出
が
ほ
ぼ
途
絶
し
、
西
方
で
は
銀
の
流
入
が
止
ま

り
、
各
地
域
内
の
交
易
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
。
西
欧
の
都
市
や
統
治

者
は
、
財
政
難
の
た
め
市
民
か
ら
の
借
財
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ケ

ル
ン
の
場
合
、
中
下
層
の
市
民
で
終
身
年
金
に
出
資
す
る
者
も
多
か
っ

た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
イ
タ
リ
ア
商
人
に
よ
っ
て
、
毛
織
物
の
代
金

が
ロ
ー
マ
教
皇
へ
の
送
金
と
相
殺
さ
れ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
で
は
両
替
商
の

間
で
決
済
指
示
書
が
往
来
し
、
リ
ヨ
ン
の
大
市
が
相
殺
の
軸
と
な
る
な

ど
、
遠
隔
地
交
易
に
お
い
て
も
都
市
間
の
帳
簿
上
の
差
引
勘
定
が
行
わ

れ
、
大
商
人
も
金
銀
に
依
存
し
な
く
な
っ
た
。
王
権
は
欽
定
貨
幣
を
使

用
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
十
分
供
給
で
き
な
か
っ
た
。
百
年
戦
争
中
、

英
国
王
が
毛
織
物
商
に
現
金
に
よ
る
納
税
を
要
求
し
て
貿
易
不
振
を
招

い
た
よ
う
に
、
短
期
間
の
現
金
決
済
に
こ
だ
わ
る
公
権
力
の
影
響
に

よ
っ
て
、
第
Ⅱ
象
眼
と
第
Ⅲ
象
眼
の
連
携
が
阻
害
さ
れ
て
い
た
。

明
朝
で
は
現
物
経
済
に
執
着
し
て
あ
ま
り
精
銭
を
発
行
せ
ず
、
宝
鈔

も
回
収
を
意
図
せ
ず
円
滑
に
流
通
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
福
建
南
部

の
漳
州
で
改
鋳
さ
れ
た
私
鋳
銭
（
模
造
宋
銭
）
が
日
本
に
大
量
流
入
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
西
欧
で
は
穀
物
価
格
が
下
落
傾
向
に

あ
っ
た
が
、
一
五
世
紀
中
に
銅
銭
が
流
通
し
て
い
た
日
本
で
は
安
定
し
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て
い
た
。
悪
銭
（
並
銭
）
は
通
用
銭
と
し
て
、
精
銭
（
良
銭
）
は
基
準

銭
と
し
て
補
完
的
に
機
能
し
た
の
で
、
精
銭
の
収
納
を
望
む
領
主
側
で

は
撰
銭
に
対
す
る
禁
令
を
出
し
た
が
奏
功
し
な
か
っ
た
。

近
世
中
国
で
は
大
量
の
精
銭
が
発
行
さ
れ
て
も
充
足
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
間
で
は
短
陌
慣
行
や
銭
票
が
普
及
し
、

東
・
南
シ
ナ
海
域
に
も
銅
銭
遣
い
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
一
六
世
紀
に

な
る
と
、
石
見
銀
山
に
引
き
続
き
ポ
ト
シ
鉱
山
の
銀
塊
が
流
入
す
る
よ

う
に
な
り
、
明
朝
発
行
の
紙
製
貨
幣
「
宝
鈔
」
の
代
わ
り
に
秤
量
貨
幣

と
し
て
銀
が
遠
隔
地
交
易
に
適
し
た
高
額
貨
幣
の
地
位
に
即
き
、
江
南

で
は
折
糧
銀
（
金
花
銀
）
徴
収
が
始
ま
り
、
銀
経
済
移
行
の
条
件
が
揃

う
も
、
銅
銭
を
め
ぐ
る
状
況
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
一
回
で
の
決
算
を

重
視
す
る
中
国
社
会
で
は
、
国
家
に
は
期
待
せ
ず
、
串
銭
の
ご
と
く
素

材
は
同
じ
で
も
多
様
な
貨
幣
を
創
出
し
て
対
応
し
て
い
っ
た
。
銀
を
介

し
た
海
外
貿
易
・
遠
隔
地
交
易
は
第
Ⅰ
象
眼
の
取
引
を
活
性
化
さ
せ
た

が
、
中
国
と
西
欧
で
は
、
在
地
で
の
決
済
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
Ⅳ

象
眼
／
第
Ⅲ
象
眼
が
主
流
と
な
る
。
こ
の
分
岐
は
社
会
や
制
度
の
あ
り

方
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
。

第
四
章
で
は
、
一
六
〜
一
七
世
紀
に
お
け
る
大
量
の
銀
産
出
が
世
界

各
地
に
も
た
ら
し
た
変
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
が
西
欧
に
お
け

る
物
価
を
高
騰
さ
せ
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
〝
物
価
革
命
〞

と
し
て
教
科
書
的
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
石
見
銀
山
の
銀
が

海
外
貿
易
に
専
ら
使
用
さ
れ
た
よ
う
に
（
一
〇
七
頁
）、
西
洋
人
が
大

量
の
銀
を
入
手
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
で
盛
大
に

遣
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
、
中
国
で
の
物
産
買

付
の
代
価
に
充
当
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
銀
が
流
入
し
た
ア
ジ
ア
で
は
国

内
通
貨
と
し
て
機
能
し
た
が
物
価
は
急
騰
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
貨

幣
供
給
と
物
価
高
騰
と
の
因
果
関
係
の
根
拠
は
薄
弱
な
の
で
あ
る
。

一
六
〜
一
八
世
紀
の
西
欧
で
は
穀
物
の
商
品
価
値
が
高
ま
り
商
人
に

よ
っ
て
地
域
外
に
持
ち
出
さ
れ
、
間
歇
的
に
社
会
不
安
を
惹
起
し
た
。

中
国
で
は
明
末
か
ら
康
煕
年
間
に
か
け
て
銀
流
入
が
激
減
し
た
が）

5
（

、
投

機
に
よ
り
穀
物
価
格
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
海
外
貿
易
や
遠

隔
地
交
易
が
活
性
化
す
る
と
「
米
貴
」
が
為
政
者
に
と
っ
て
重
大
問
題

と
な
っ
た
。
こ
の
類
似
性
こ
そ
注
目
に
値
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
に
お
い
て
簿
記
に
よ
る
取
引
が
社
会
各
層
で
普
及

し
、
金
属
貨
幣
へ
の
依
存
度
が
低
く
な
っ
て
い
た
状
況
と
イ
ン
ド
・
中

国
へ
の
銀
の
大
量
流
入
に
は
関
連
性
が
あ
り
、
中
国
で
は
銅
銭
と
秤
量

銀
の
補
完
的
関
係
が
確
立
し
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
西
洋
の
銀
貨
は
中

国
で
は
銀
塊
に
イ
ン
ド
で
は
ル
ピ
ー
銀
貨
に
改
鋳
さ
れ
、
ド
ル
が
東
西

間
で
循
環
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
六
世
紀
に
お
け

る
銀
の
大
量
移
動
は
東
西
に
お
け
る
貨
幣
の
あ
り
方
を
次
の
段
階
へ
と
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変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

国
家
財
政
の
あ
り
方
も
貨
幣
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
フ
ェ
リ
ペ

二
世
が
国
庫
破
産
宣
告
し
た
よ
う
に
、
集
権
化
の
進
ん
だ
近
世
西
洋
諸

国
で
は
財
政
赤
字
が
恒
常
化
し
て
お
り
、
フ
ッ
ガ
ー
家
は
貸
付
金
が
回

収
で
き
ず
没
落
す
る
。
こ
う
し
て
、
国
家
へ
の
借
款
は
公
債
が
主
体
と

な
る
。
民
間
で
は
取
得
し
た
債
券
を
自
己
の
抵
当
に
し
た
の
で
、
地
域

間
交
易
の
決
済
手
段
と
な
り
、
戦
列
艦
の
建
造
な
ど
長
期
的
事
業
に
必

要
な
資
金
調
達
も
円
滑
に
し
た
。
そ
し
て
、
決
済
の
場
も
首
都
に
集
約

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

貴
金
属
の
貨
幣
に
替
わ
り
重
要
性
を
増
し
て
い
っ
た
の
が
、
紙
製
貨

幣
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
紙
幣
は
高
額
面
で
硬
貨
の
発
行
量

も
少
な
か
っ
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
住
民
の
預
金
を
集
め
る
カ
ウ
ン

テ
ィ
バ
ン
ク
が
額
面
一
ポ
ン
ド
の
銀
行
券
を
発
行
し
た
。
こ
の
紙
幣
は

地
域
の
資
金
需
要
の
季
節
性
に
対
応
し
、
納
税
に
も
使
用
で
き
た
。
藩

札
は
藩
内
の
特
産
物
と
交
換
さ
れ
、
そ
の
売
上
金
を
準
備
金
と
し
、
年

貢
と
し
て
回
収
し
た
の
で
貨
幣
と
し
て
機
能
し
た
。
こ
れ
ら
紙
製
貨
幣

の
流
通
は
特
定
地
域
内
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
遠
隔
地
交
易
に
よ
る

高
額
貨
幣
の
流
出
入
に
よ
る
地
域
内
の
通
貨
変
動
を
緩
和
す
る
役
割
を

果
た
し
て
い
た
（
第
Ⅱ
象
眼
と
第
Ⅲ
象
眼
の
補
完
性
の
確
立
）。
中
国

で
は
、
王
朝
に
よ
る
紙
製
貨
幣
は
秤
量
貨
幣
と
し
て
の
銀
の
大
量
流
入

に
よ
り
姿
を
消
し
た
。
そ
し
て
、
市
鎮
や
県
城
内
の
商
工
業
者
自
身
に

よ
る
少
額
な
紙
製
貨
幣
が
私
的
に
発
行
さ
れ
、
そ
の
顔
が
利
く
狭
い
範

囲
で
授
受
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
貨
幣
素
材
の
実
用

性
希
少
性
も
公
的
支
払
い
手
段
の
機
能
も
欠
い
た
状
況
下
で
少
額
貨
幣

が
自
生
的
に
創
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
第
Ⅰ
象
眼
と
第
Ⅳ
象
眼

と
が
補
完
す
る
構
造
）。

な
お
、
資
本
主
義
の
展
開
と
並
行
す
る
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
経
済
と
関

連
し
て
、
先
述
の
二
つ
の
道
筋
と
は
異
な
る
第
三
の
あ
り
方
と
し
て
現

出
し
た
、
商
業
的
独
占
体
に
よ
る
民
衆
の
法
貨
入
手
と
購
買
統
制
を
指

摘
し
、
南
北
戦
争
後
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
に
お
け
る
シ
ェ
ア
ク
ロ
ッ
パ
ー
、

中
南
米
や
ネ
グ
ロ
ス
島
の
農
園
労
働
者
の
待
遇
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
に
お
け

る
通
貨
操
作
な
ど
が
示
さ
れ
る
。

第
五
章
に
お
い
て
は
、
開
港
後
に
農
作
物
輸
入
の
た
め
に
海
外
か
ら

中
国
に
持
ち
込
ま
れ
る
銀
貨
の
流
通
実
態
、
銀
貨
（
袁
世
凱
銀
元
）
か

ら
銀
行
券
へ
と
幣
制
改
革
が
進
め
ら
れ
た
清
末
か
ら
民
国
期
に
至
る
中

国
、
そ
し
て
西
洋
諸
国
か
ら
中
東
・
東
西
ア
フ
リ
カ
に
供
給
さ
れ
長
期

間
流
通
し
た
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
銀
貨
に
焦
点
を
あ
て
、
銀
行
券
が
貨

幣
と
し
て
一
国
の
中
央
か
ら
在
地
社
会
に
至
る
ま
で
浸
透
す
る
過
程
を

検
証
す
る
。
本
章
で
は
、〝
世
界
政
策
〞
に
基
づ
き
行
動
す
る
列
強
で

は
な
く
、
工
業
化
に
よ
り
世
界
的
に
需
要
の
高
ま
っ
た
農
作
物
を
生
産
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で
は
布
地
・
銅
貨
・
塩
棒
そ
し
て
小
銃
の
実
包
が
貨
幣
と
し
て
機
能
し

た
。
上
海
に
は
日
本
の
貿
易
用
銀
貨
が
持
ち
込
ま
れ
、
福
建
省
（
福

州
・
ア
モ
イ
）
を
経
由
し
て
贛
江
を
下
り
江
西
省
の
吉
安
と
九
江
の
物

産
と
交
換
さ
れ
た
が
、
灯
油
な
ど
輸
入
品
の
代
価
と
し
て
上
海
に
環
流

す
る
額
は
少
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
Ｍ
Ｔ
Ｄ
の
流
通
圏
と
同
じ
く
各
地

域
の
階
層
性
を
も
っ
た
市
場
で
は
異
な
る
貨
幣
が
同
時
に
必
要
で
あ
っ

た
。
Ｍ
Ｔ
Ｄ
も
各
地
で
滞
留
し
た
の
で
、
第
二
次
大
戦
中
、
英
国
は
イ

ン
ド
の
ル
ピ
ー
を
大
量
に
転
用
し
て
供
給
す
る
側
と
な
っ
た
。
本
書
で

は
、
多
層
な
市
場
と
流
通
す
る
貨
幣
の
関
係
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
市
場
を
統
合
し
、
季
節
的
な
貨
幣
需
要
の
逼
迫
を
克
服
す
る
諸

条
件
が
揃
わ
な
い
限
り
、
農
民
が
「
一
国
一
通
貨
」
制
度
に
容
易
に
包

摂
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

中
国
で
は
自
国
銀
行
が
銀
行
券
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
り
、

一
九
二
〇
年
代
に
銀
行
と
銭
荘
な
ど
在
地
の
金
融
業
者
と
の
間
で
「
領

用
」
制
度
が
成
立
し
、「
暗
記
券
」
と
い
う
兌
換
券
が
交
わ
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
一
九
三
五
年
の
「
改
元
廃
両
」
以
降
、
法
幣
の
発
行
後
も

五
元
以
下
の
額
面
の
貨
幣
供
給
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
法
幣
と
並
行

し
て
各
地
で
雑
多
な
現
地
通
貨
が
な
お
補
完
的
に
流
通
し
て
お
り
、
法

幣
（
元
）
と
銅
銭
（
文
）
の
交
換
レ
ー
ト
は
各
地
で
異
な
っ
て
い
た

（
上
海
市
档
案
館
収
蔵
史
料
）。
統
一
指
向
の
通
貨
政
策
に
対
し
て
在
地

す
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
南
米
な
ど
〝
周
辺
〞
か
ら
捉
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
貨
幣
に
は
国
家
が
供
給
す
る
外
来
的
な
も
の
と
在
地
の
市
場

で
創
出
さ
れ
る
自
生
的
な
も
の
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
空
間
的
に
水
平

的
か
つ
垂
直
的
で
多
層
的
な
市
場
に
お
い
て
補
完
的
に
機
能
す
る
構
造

と
そ
の
実
態
・
変
容
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
公
文
書
を
博
捜
し
、
紅
海
両
岸
に
て
流

通
し
た
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
銀
貨
（
Ｍ
Ｔ
Ｄ
）
と
供
給
者
と
し
て
の
西

欧
諸
国
の
関
与
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
い
る
。
エ
チ
オ
ピ
ア
帝
国
で
は

Ｍ
Ｔ
Ｄ
が
実
質
的
な
法
貨
で
あ
っ
た
。
首
都
に
お
け
る
毎
月
の
Ｍ
Ｔ

Ｄ
／
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
交
換
レ
ー
ト
と
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
銀
相
場
と

の
相
関
関
係
を
見
る
と
、
後
者
が
下
落
す
る
と
レ
ー
ト
も
下
が
っ
て
い

る
が
、
一
九
三
三
年
は
別
で
あ
る
。
こ
れ
は
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
輸
出
が
順

調
な
時
期
に
は
国
際
的
な
銀
価
格
と
連
動
し
、
大
量
の
在
庫
を
抱
え
た

時
期
に
は
交
換
が
減
っ
て
相
場
の
影
響
を
遮
断
し
、
Ｍ
Ｔ
Ｄ
の
安
定
性

が
保
た
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
英
軍
進
駐
後
も
品
位
の
高

い
ス
タ
ー
リ
ン
グ
は
通
用
せ
ず
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
一
〇
リ
ラ
紙
幣
が

Ｍ
Ｔ
Ｄ
と
貝
貨
と
の
間
で
選
択
的
補
完
的
に
流
通
し
て
い
た
。

次
に
究
明
さ
れ
る
の
が
、
市
場
の
垂
直
的
な
階
層
性
に
つ
い
て
で
あ

る
。
Ｍ
Ｔ
Ｄ
は
国
を
越
え
て
授
受
さ
れ
た
が
、
最
上
層
の
ポ
ン
ド
圏
と

の
貿
易
で
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
や
ル
ピ
ー
が
必
要
で
あ
り
、
在
地
の
取
引
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で
は
自
律
的
に
貨
幣
を
流
通
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
法
幣
は
第
Ⅰ
象

眼
の
取
引
は
と
も
か
く
第
Ⅳ
象
眼
の
領
域
で
は
十
分
浸
透
し
て
い
な

か
っ
た
（
一
八
七
頁
）。
そ
れ
で
も
紙
幣
が
広
く
用
い
ら
れ
る
方
向
に

導
い
た
意
義
が
評
価
さ
れ
る
（
一
九
〇
頁
）。

結
論
に
お
い
て
、
地
域
内
の
流
動
性
を
支
え
て
き
た
現
地
通
貨
が
退

場
し
脱
地
域
化
へ
と
進
ん
だ
現
代
の
〝
常
識
〞
と
な
っ
て
い
る
「
グ
レ

シ
ャ
ム
の
法
則
」
や
「
貨
幣
数
量
説
」
と
い
う
観
点
か
ら
歴
史
的
な
貨

幣
事
象
や
物
価
動
態
を
理
解
す
る
こ
と
の
問
題
点
や
限
界
を
指
摘
し
、

そ
れ
を
克
服
す
る
「
社
会
的
循
環
と
し
て
の
貨
幣
」
の
論
理
を
確
認
し

て
い
く
。

一
三
世
紀
以
降
の
銀
経
済
の
展
開
に
よ
り
活
性
化
し
た
第
Ⅰ
象
眼
の

交
易
は
、
各
地
の
第
Ⅱ
〜
第
Ⅳ
象
眼
の
取
引
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
具

体
的
に
は
、
手
交
用
少
額
貨
幣
を
柔
軟
に
創
出
す
る
地
域
、
域
内
の
信

用
を
組
織
化
す
る
地
域
、
そ
し
て
域
内
の
交
易
（
第
Ⅳ
象
眼
）
を
抑
圧

す
る
独
占
体
が
表
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
道
筋
の
並
行
過
程
で
、
一
四
世

紀
〜
一
六
世
紀
の
欧
州
で
は
、
第
Ⅰ
象
眼
の
海
外
交
易
が
縮
小
し
た

が
、
次
の
銀
経
済
の
勃
興
ま
で
に
第
Ⅱ
象
眼
の
広
域
的
交
易
が
展
開
し

た
。
そ
し
て
、
国
際
的
金
本
位
制
は
、
ア
ジ
ア
な
ど
の
小
農
経
済
か
ら

地
域
内
に
お
け
る
第
Ⅳ
象
眼
の
貨
幣
循
環
を
吸
収
し
、
二
〇
世
紀
の
初

か
ら
は
国
際
的
為
替
相
場
と
連
動
す
る
法
貨
（
紙
幣
と
補
助
硬
貨
）
が

普
及
し
、
自
生
的
に
創
出
さ
れ
る
現
地
通
貨
は
非
合
法
的
存
在
と
見
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
交
換
の
四
象
眼
」
に
該
当

す
る
交
換
の
多
様
性
や
貨
幣
の
補
完
性
が
完
全
に
過
去
の
も
の
と
な
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
央
銀
行
の
管
理
さ
え
適
切
で

あ
れ
ば
安
全
な
貨
幣
が
供
給
さ
れ
る
と
い
う
〝
常
識
〞
も
疑
わ
し
い
。

著
者
が
そ
の
旨
主
張
す
る
背
景
に
は
、
国
際
的
な
対
外
収
支
決
済
と
地

域
内
の
流
動
性
と
を
統
合
し
た
統
一
幣
制
は
前
者
の
均
衡
を
社
会
に
強

要
し
、
そ
の
影
響
を
自
律
的
に
緩
和
す
る
仕
組
み
が
失
わ
れ
て
い
る
と

い
う
現
状
認
識
が
あ
る
。

悪
貨
（
私
鋳
銭
）
が
大
量
に
存
在
す
る
か
ら
物
価
が
上
が
っ
た
の

で
は
な
く
、
良
貨
（
精
銭
）
が
商
人
に
選
別
さ
れ
持
ち
出
さ
れ
た
こ

と
が
原
因
で
あ
っ
た
り
、
豊
作
で
も
少
額
貨
幣
の
急
激
な
減
少
が
物

価
急
騰
の
引
き
金
と
な
っ
た
り
す
る
な
ど
、「
貨
幣
数
量
説
」
で
は
説

明
で
き
な
い
史
実
が
あ
る
。
元
朝
の
一
文
人
官
僚
は
米
価
が
二
倍
以

上
に
な
っ
た
原
因
と
し
て
「
小
鈔
」
の
欠
如
を
挙
げ
る
（
一
九
七
頁）

6
（

）。

「
貨
幣
数
量
説
」
に
お
け
る
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
方
程
式M

V

＝PT

で

は
、
V
（
貨
幣
流
通
速
度
）
が
制
度
や
社
会
状
況
に
よ
る
影
響
を
受

け
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
多
種
の
貨
幣
が
補
完
的
に

機
能
し
て
い
る
こ
と
も
鑑
み
れ
ば
、
Ｍ
（
貨
幣
供
給
量
）
は
単
一
で

は
あ
り
得
ず
、
一
国
一
通
貨
が
貫
徹
し
て
い
な
い
世
界
に
完
全
に
は
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当
て
は
ま
ら
な
い
。

し
か
も
、
ヒ
ッ
ク
ス
の
所
説
と
は
逆
に
地
域
外
部
の
要
因
に
よ
る
貨

幣
の
供
給
が
地
域
内
に
市
場
の
成
立
を
促
す
こ
と
も
あ
る
。
市
場
で
は

た
と
え
顔
馴
染
み
で
あ
っ
て
も
、
一
度
限
り
の
取
引
が
繰
り
返
さ
れ

る
。
そ
れ
に
は
手
交
貨
幣
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
が
市
場
の
存
続
や

性
格
を
規
定
す
る
。
ま
た
、
貨
幣
の
変
化
が
交
易
そ
の
も
の
を
変
え
る

こ
と
も
あ
る
。
砂
金
ブ
ー
ム
に
湧
く
も
少
額
決
済
手
段
を
欠
く
コ
ロ
ン

ビ
ア
・
メ
デ
ィ
シ
ン
の
住
民
に
対
す
る
当
局
の
通
貨
政
策
、
農
地
改
革

に
よ
り
自
生
的
な
交
易
が
活
性
化
し
た
ボ
リ
ビ
ア
の
変
化
は
、
民
衆
の

生
活
向
上
に
と
っ
て
、
自
由
な
市
場
参
加
（
第
Ⅳ
な
い
し
第
Ⅲ
象
限
）

の
機
会
、
地
域
内
外
で
授
受
さ
れ
る
多
種
の
額
面
を
持
つ
貨
幣
が
必
要

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

最
後
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
貨
幣
を
「
一
国
の
公
道
」
に
喩
え
る
卓

見
に
つ
い
て
、
街
道
か
ら
脇
道
に
至
る
様
々
な
道
が
補
完
的
に
結
び
つ

い
て
い
る
本
質
に
即
し
て
理
解
す
べ
き
と
言
う
。
ど
の
よ
う
に
貨
幣
が

組
み
合
わ
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
社
会
の
あ
り
方
も
ま
た
決
ま
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

以
上
、
広
範
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
本
書
に
つ
い
て
、
評
者
の
理
解
で

き
た
範
囲
内
で
紹
介
を
試
み
た
。
次
に
若
干
の
卑
見
を
述
べ
て
責
を
果

た
し
た
い
。
序
章
に
お
い
て
、
第
Ⅰ
と
第
Ⅲ
あ
る
い
は
第
Ⅱ
と
第
Ⅳ
の

組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
近
代
で
は
史
実

が
検
出
さ
れ
な
い
か
ら
だ
ろ
う
か
。
第
一
章
と
第
二
章
は
、
東
ア
ジ
ア

小
農
経
済
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
章
に
は
五
代
宋
初
以

降
の
通
貨
政
策
と
海
域
ア
ジ
ア
交
易
と
い
う
地
域
特
有
の
論
点
が
あ

り
、
こ
こ
で
論
及
す
る
こ
と
は
評
者
の
能
力
を
超
え
て
い
る
。
そ
こ

で
、
む
し
ろ
無
知
な
領
域
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

第
四
章
で
は
、
著
者
は
ケ
イ
ン
ズ
を
引
き
「
利
益
革
命
」
と
記
し
て

い
る
（
一
一
九
頁
）。
該
当
箇
所
に
は
「
利
益
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」

と
あ
り
、
そ
れ
は
英
仏
に
起
こ
っ
た
と
い
う）

7
（

。
両
国
で
は
資
本
集
積
が

進
み
、
東
イ
ン
ド
会
社
な
ど
に
よ
る
海
外
進
出
が
本
格
化
し
、
高
い
利

潤
の
追
求
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
た
だ
し
、
銀
流
入
が
賃
金

の
相
対
的
低
下
を
も
た
ら
し
資
本
家
に
有
利
と
な
っ
た
点
に
つ
い
て
因

果
関
係
は
必
ず
し
も
立
証
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
著
者
は
『
中
華

帝
国
の
構
造
と
世
界
経
済
』
の
序
に
て
懐
疑
的
に
言
及
し
て
い
た
け
れ

ど
も
、
地
代
・
賃
金
・
資
本
を
め
ぐ
る
枠
組
み
は
な
お
提
示
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
銅
貨
鋳
造
が
活
発
と
な
り
、
日
本
産

の
銅
も
原
料
に
充
て
ら
れ
た
と
い
う
。
同
時
期
、
日
本
で
は
寛
永
通

宝
、
つ
づ
い
て
中
国
で
は
乾
隆
通
宝
が
大
量
に
発
行
さ
れ
た
。
日
中
に

共
通
す
る
の
は
、
対
外
戦
争
は
眼
中
に
な
く
内
政
が
最
優
先
さ
れ
て
い
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た
こ
と
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
一
六
〜
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で

は
、
銅
貨
の
供
給
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
（
一
二
八
頁
）。
そ
の

背
景
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
相
手
の
覇
権
争
い

が
連
続
し
、
軍
需
に
回
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
（
陸
軍
国
フ
ラ

ン
ス
は
兵
士
に
支
給
す
る
少
額
硬
貨
を
重
視
）。
中
国
で
も
明
代
に
お

け
る
青
銅
製
大
砲
の
需
要
と
銅
銭
供
給
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、「
交
換
の
四
象
眼
」
の
概
念
は
、
著
者
が
世
界

中
の
貨
幣
と
取
引
を
め
ぐ
る
事
象
を
適
切
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
切
り

開
い
た
本
書
の
核
心
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
徹
底
的
な
検
証
を
要
す

る
。
そ
こ
で
藩
札
を
め
ぐ
り
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
。
藩
札
が
領
民

の
在
地
に
お
け
る
匿
名
的
で
少
額
な
交
換
（
第
Ⅳ
象
眼
）
を
可
能
に
し

た
こ
と
は
首
肯
で
き
る
。
た
だ
、
札
元
と
し
て
参
与
し
た
商
人
は
特
定

の
信
用
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
藩
に
と
っ
て
世
代
を
越
え
た
商
人
の
経
営

の
持
続
性
が
前
提
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
大
名
と
豪
商
と

の
関
係
に
よ
る
遠
隔
地
交
易
は
匿
名
的
な
が
ら
高
額
な
交
易
（
第
Ⅰ
象

眼
）
に
は
該
当
せ
ず
（
一
三
五
頁
）、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
第
Ⅱ
象
眼

と
第
Ⅳ
象
眼
の
組
み
合
わ
せ
が
基
調
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
カ
ナ
ダ
に
は
、
西
欧
向
け
小
麦
の
一
大
輸
出
国
と

い
う
共
通
性
が
あ
る
が
、
前
者
で
は
大
都
市
の
銀
行
が
国
際
的
相
場
に

連
動
し
た
貨
幣
供
給
を
行
い
、
後
者
で
は
国
内
の
銀
行
支
店
網
が
広

が
っ
た
と
い
う
。
評
者
は
、
繭
の
集
荷
に
お
け
る
日
銀
の
よ
う
に

（
一
四
三
頁
）、
カ
ナ
ダ
で
は
第
Ⅱ
象
眼
の
貿
易
と
近
接
的
な
取
引
の
決

済
（
第
Ⅲ
・
第
Ⅳ
象
眼
）
を
統
合
す
る
金
融
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
た
と

解
し
た
が
、
両
国
の
分
岐
ま
で
踏
み
込
ん
で
叙
述
す
る
こ
と
は
、
近
代

の
日
中
と
同
じ
く
、
貨
幣
と
社
会
と
の
関
係
を
示
す
上
で
必
要
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

「
貨
幣
数
量
説
」
を
め
ぐ
るM

V

＝PT

に
つ
い
て
は
、
岸
本
美
緒

氏
に
よ
り
、
四
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
関
係
し
得
る
と
い
う
論
点
が

示
さ
れ
、
さ
ら
に
清
代
の
物
価
研
究
に
お
い
て
貨
幣
的
要
因
と
実
物
的

要
因
と
を
分
離
し
た
理
解
を
は
か
る
「
経
済
変
動
論
」
が
展
開
し
て
い

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

8
（

。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
貨
幣
供
給
の

減
少
が
物
価
上
昇
を
引
き
起
こ
し
た
史
実
を
直
視
し
て
「
貨
幣
数
量

説
」
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
広
く
確
認
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
V
が
物
価
P
に
甚
大
に
作
用
す
る
こ
と
は
肯
定
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
前
著
（
三
〇
四
頁
）
に
て
言
及
さ
れ
て
い
た
「
粘
性
」

は
Ｖ
と
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
P

が
T
（
取
引
量
）
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
物
価
が
単
一
の
貨
幣
の
計
算
単

位
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
以
上
、
あ
り
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
「
道
路
」
用
地
の
節
約
と
転
用
を
唱
え
て
い
た）

9
（

。

そ
こ
か
ら
、
有
限
の
土
地
（
金
銀
）
に
縛
ら
れ
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
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で
貨
幣
の
脱
物
質
化
の
必
然
性
を
示
す
た
め
に
取
り
上
げ
る
論
者
も
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。
著
者
は
一
八
世
紀
後
半
の
西
欧
に
お
け
る
金
貨
の
多

種
混
在
と
い
う
史
実
を
示
し
、
貨
幣
の
補
完
性
の
観
点
か
ら
ス
ミ
ス
の

言
説
を
活
か
し
て
い
る
。
本
書
の
上
梓
に
よ
っ
て
、
著
者
の
見
識
が
世

界
中
の
読
者
と
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
祝
し
た
い
。

総
じ
て
、
本
書
は
世
界
経
済
を
牽
引
し
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
の
構
造

的
な
差
異
を
明
確
に
し
つ
つ
、
密
接
な
相
互
関
係
を
描
き
出
し
て
お

り
、
開
港
後
の
中
国
な
ど
に
お
け
る
貨
幣
事
象
を
混
沌
と
し
て
し
か
認

識
で
き
な
か
っ
た
欧
米
中
心
の
世
界
史
像
を
超
克
し
て
い
る
。
な
に
よ

り
、
貨
幣
を
主
題
と
し
た
省
察
を
通
じ
て
、
著
者
は
、
貨
幣
の
補
完
性

が
完
全
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
結
論
を
導
く
の
で
は
な
い
。

管
理
通
貨
制
度
の
下
で
同
一
額
面
と
し
て
も
、
形
態
に
よ
っ
て
は
機
能

に
差
異
が
生
じ
得
る
。
本
書
の
読
者
は
、
複
雑
に
連
鎖
す
る
金
融
シ
ス

テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
た
、
今
後
の
世
界
の
貨
幣
を
柔
軟
に
捉
え
る
知
見

も
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、
経
済
史
・
貨
幣
史
の
み
な
ら
ず
、

世
界
諸
地
域
の
経
済
的
統
合
過
程
と
多
様
な
社
会
構
造
に
関
心
を
抱
く

多
く
の
方
に
読
ま
れ
吟
味
さ
れ
る
べ
き
比
類
な
き
著
述
で
あ
る
。

擱
筆
す
る
に
あ
た
り
、
本
書
の
内
容
は
具
体
的
か
つ
明
確
で
あ
り
文

章
も
平
易
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
要
な
論
点
の
見
落
と
し
や
誤

解
・
誤
読
が
多
々
あ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。
著
者
な
ら
び
に
読
者

の
ご
教
示
ご
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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