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は
じ
め
に

　

従
来
の
朝
鮮
史
学
で
は
朝
鮮
後
期
に
お
け
る
銀
の
流
通
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ

の
理
由
は
、
第
一
に
、
朝
鮮
経
済
が
同
時
期
の
中
国
や
日
本
と
比
較
し
て
貨
幣
を
ほ
と
ん
ど
必
要
と
し
な
い
自
給
自

足
的
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
は
永
ら
く
綿
布
や
米
な
ど
の
現
物
貨
幣
を
交
易
や
納
税
に
使
用
し
続

け
た
。
銅
銭
の
通
行
は
仁
祖
一
二
年
（
一
六
三
四
）
よ
り
開
始
さ
れ
る
が
、
市
場
へ
の
散
発
的
な
銭
供
給
は
却
っ
て

首
都
漢
城
に
お
け
る
深
刻
な
銭
荒
を
惹
起
し
た
。
銭
流
通
が
安
定
す
る
の
は
一
九
世
紀
以
降
で
あ
っ
た（
１
）

　

。
銀
に
つ

い
て
は
、
壬
辰
倭
乱
の
際
に
明
軍
が
兵
餉
と
し
て
使
用
し
た
こ
と
を
契
機
に
流
通
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
大
部
分
は

遼
東
に
投
下
さ
れ
、
朝
鮮
に
流
入
し
た
銀
も
漢
城
の
み
で
通
行
し
、
外
方
す
な
わ
ち
漢
城
以
外
の
地
で
は
貨
幣
と
し

て
の
価
値
を
獲
得
し
得
な
か
っ
た
。
倭
乱
終
息
後
、
銀
は
主
に
中
国
や
日
本
と
の
貿
易
に
使
用
さ
れ
る
だ
け
で
、
国

内
で
は
漢
城
を
除
き
ほ
と
ん
ど
流
通
し
な
か
っ
た
。
朝
鮮
政
府
も
か
つ
て
明
に
銀
の
貢
納
を
免
除
し
て
も
ら
っ
た
経

緯
が
あ
る
た
め
、
銀
鉱
の
開
発
や
銀
貨
の
流
通
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た（
２
）

　

。

　

第
二
の
理
由
は
、
朝
鮮
後
期
の
貿
易
構
造
が
主
に
中
国
と
日
本
と
の
中
継
貿
易
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
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ち
朝
鮮
は
東
萊
の
草
梁
倭
館
を
通
し
て
日
本
よ
り
銀
を
輸
入
し
、
燕
行
使
が
行
う
使
行
貿
易
を
通
し
て
倭
銀
と
引
き

替
え
に
中
国
産
の
生
糸
や
絹
織
物
を
輸
入
し
、
そ
れ
を
日
本
へ
転
売
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
絹
織
物
の
一
部
は
朝
鮮

国
内
で
も
消
費
さ
れ
、
日
本
へ
は
人
蔘
な
ど
朝
鮮
の
物
産
も
輸
出
さ
れ
た
が
、
基
本
的
に
朝
鮮
は
中
継
貿
易
を
通
し

て
利
益
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
は
、
銀
は
日
本
か
ら
中
国
へ
一
方
的
に
通
り
抜
け
て
行
く
貴
金

属
に
過
ぎ
ず
、
朝
鮮
国
内
で
貨
幣
と
し
て
循
環
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
銀
を
単
な
る
貴
金
属
商
品
と
見
な
す
と
、
日
本
が
人
蔘
代
往
古
銀
を
鋳
造
し
た
こ
と
の
歴
史
的
必
然

性
が
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
一
六
〇
九
年
の
己
酉
約
条
に
よ
っ
て
倭
乱
以
降
途
絶
え
て
い
た
対
日
貿
易
が
再
開

さ
れ
た
が
、
当
初
対
馬
藩
は
幕
府
が
銀
座
で
鋳
造
し
国
内
で
通
用
さ
せ
て
い
た
品
位
八
〇
％
（
銀
八
〇
％
・
銅

二
〇
％
）
の
慶
長
銀
を
輸
出
し
て
い
た
。
朝
鮮
は
こ
れ
を
丁
銀
と
呼
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）、

幕
府
は
通
貨
供
給
量
を
増
加
さ
せ
る
た
め
慶
長
銀
を
品
位
六
四
％
の
元
禄
銀
に
改
鋳
し
た
。
対
馬
藩
は
し
ば
ら
く
手

持
ち
の
慶
長
銀
で
し
の
い
だ
が
、
朝
鮮
政
府
と
の
厳
し
い
交
渉
の
末
、
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
よ
り
元
禄
銀
で

の
支
払
い
に
切
り
替
え
た
。
そ
の
後
幕
府
は
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
よ
り
宝
永
銀
（
五
〇
％
）、
永
字
銀

（
四
〇
％
）、
三
ツ
宝
銀
（
三
二
％
）、
四
ツ
宝
銀
（
二
〇
％
）
な
ど
相
継
い
で
悪
鋳
を
実
施
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
到

底
朝
鮮
で
は
受
け
取
ら
れ
な
い
た
め
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
よ
り
人
蔘
代
往
古
銀
（
特
鋳
銀
）
と
呼
ば
れ
る
品

位
八
〇
％
の
輸
出
用
銀
貨
が
鋳
造
さ
れ
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
よ
り
輸
出
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
後
正
徳
四
年

（
一
七
一
四
）
に
国
内
銀
が
品
位
八
〇
％
の
正
徳
・
享
保
銀
に
戻
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）

よ
り
国
内
銀
の
輸
出
が
再
開
さ
れ
た
が
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
再
び
国
内
銀
の
品
位
が
下
げ
ら
れ
た
た
め
、

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
以
降
は
人
蔘
代
往
古
銀
の
輸
出
が
復
活
し
た（
３
）

　

。

　

一
方
倭
銀
の
終
着
点
で
あ
る
中
国
で
は
、
地
域
や
業
種
ご
と
に
異
な
る
種
類
の
銀
が
通
用
し
て
い
た
が
、
品
位
は
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足
銀
で
九
九
・
二
％
、
紋
銀
で
九
四
％
前
後
で
あ
っ
た（
４
）

　

。
地
域
間
交
易
を
現
銀
で
決
済
す
る
場
合
に
は
、
銀
炉
と

呼
ば
れ
る
民
間
の
銀
細
工
匠
が
改
鋳
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
何
故
幕
府
は
朝
鮮
に
純
銀
に
近
い
灰
吹
銀
を
渡
さ

ず
、
わ
ざ
わ
ざ
二
割
の
銅
を
混
入
さ
せ
た
人
蔘
代
往
古
銀
を
鋳
造
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
銅
を
混
入
さ
せ
人
為

的
に
品
位
を
低
下
さ
せ
た
倭
銀
は
、
ひ
と
た
び
中
国
に
入
れ
ば
た
ち
ま
ち
銅
を
抽
出
さ
れ
、
高
品
位
の
足
銀
や
紋
銀

に
改
鋳
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
朝
鮮
は
丁
銀
を
強
く
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
朝
鮮
が
八
〇
％
の
品
位
に

こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
中
国
貿
易
の
た
め
で
は
な
く
、
国
内
に
何
ら
か
の
通
貨
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
人
蔘
代
往
古
銀
は
日
本
史
の
側
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
た
め
、
受
け
取
り
手
で
あ
る
朝
鮮

の
通
貨
事
情
に
つ
い
て
は
全
く
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
燕
行
使
の
派
遣
時
期
に
合
わ
せ
て
対
馬
が
朝

鮮
へ
銀
を
送
っ
て
い
た
こ
と
や
朝
鮮
側
の
品
位
鑑
定
能
力
が
低
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。

　

中
国
側
が
朝
鮮
に
丁
銀
を
求
め
た
事
実
が
存
在
し
な
い
以
上
、
丁
銀
へ
の
選
好
性
は
朝
鮮
に
あ
っ
た
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
宮
嶋
博
史
は
当
時
の
商
業
不
振
の
原
因
を
朝
鮮
政
府
が
銀
と
国
内
経
済
と
の
関
係
を
断
ち
切
り
、
自

給
自
足
体
制
を
固
守
し
よ
う
と
努
め
た
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が（
５
）

　

、
対
外
貿
易
と
い
う
場
面
で
は
政
府
は
銀

輸
入
に
対
し
積
極
的
な
態
度
で
臨
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
の
課
題
は
、
朝
鮮
が
何
故
慶
長
銀
や
人
蔘
代
往
古
銀

と
い
っ
た
品
位
八
〇
％
の
丁
銀
を
選
好
し
た
の
か
、
そ
し
て
倭
銀
の
輸
入
が
逐
次
逓
減
し
、
一
八
世
紀
半
ば
に
杜
絶

す
る
に
至
っ
て
、
朝
鮮
は
対
清
貿
易
の
決
済
手
段
を
何
に
転
換
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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一　

一
七
世
紀
の
銀
流
通

　

朝
鮮
が
国
内
で
銀
を
使
い
始
め
る
の
は
壬
辰
倭
乱
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
韓
明
基
は
財
政
不
足
に
苦
し
む
明
の
勅

使
が
光
海
君
政
権
の
政
治
的
不
安
定
性
に
つ
け
込
み
、
賄
賂
の
形
で
多
額
の
銀
を
要
求
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
が
、

朝
鮮
政
府
も
積
極
的
な
銀
鉱
開
発
に
乗
り
出
し
た
。
宣
祖
三
三
年
（
一
六
〇
〇
）
に
は
端
川
銀
鉱
に
お
け
る
私
採
を

厳
禁
し
、
公
採
は
従
来
通
り
こ
れ
を
許
す
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
銀
採
掘
禁
止
・
統
制
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
か
っ
た

が（
６
）

　

、
光
海
君
元
年
（
一
六
〇
九
）
に
は
兵
曹
判
書
李
廷
亀
が
民
間
人
に
よ
る
銀
鉱
の
開
発
を
提
起
す
る
な
ど（
７
）

　

、

朝
廷
で
も
柔
軟
な
意
見
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
光
海
君
九
年
に
は
戸
曹
が
端
川
の
採
銀
匠
人
に
吹
錬
法
を
試

行
さ
せ
て
い
る
が（
８
）

　

、
銀
の
製
錬
技
術
は
低
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
二
年
後
の
光
海
君
一
一
年
、
戸
曹
は
端
川
や
衿

川
の
銀
鉱
で
は
民
が
吹
錬
法
を
習
熟
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
結
局
民
間
で
の
銀
私
採
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
報
告
し

て
い
る（
９
）

　

。
己
酉
約
条
が
結
ば
れ
、
倭
銀
が
流
入
し
始
め
る
と
、
不
経
済
な
国
内
銀
の
採
掘
熱
は
低
下
し
た
。

　

朝
鮮
政
府
が
銀
採
掘
を
促
進
し
た
理
由
は
、
国
内
で
貨
幣
と
し
て
通
用
さ
せ
る
た
め
で
な
く
、
主
と
し
て
兵
餉
と

し
て
備
蓄
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
仁
祖
一
四
年
（
一
六
三
六
）
の
丙
子
胡
乱
で
多
数
の
俘
虜
が
瀋
陽
に
連

行
さ
れ
、
朝
鮮
が
彼
ら
を
贖
還
す
る
た
め
大
量
の
銀
を
清
朝
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
な
け
な
し
の
国
内

銀
は
払
底
し
、
仁
祖
一
六
年
に
は
銀
の
私
採
奨
励
が
再
度
実
施
さ
れ
た
）
（（
（　

。
仁
祖
二
二
年
に
は
国
庫
銀
の
不
足
に
よ

り
、
燕
行
使
が
持
参
す
る
八
包
が
一
人
当
た
り
銀
二
千
両
か
ら
五
〇
両
に
減
少
さ
れ
、
残
り
は
他
の
物
産
に
置
き
換

え
ら
れ
た
。
こ
の
措
置
は
顕
宗
期
に
堂
上
官
・
上
通
事
が
銀
三
千
両
、
堂
下
官
が
銀
二
千
両
に
戻
さ
れ
る
ま
で
続
け

ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
）
（（
（　

。
だ
が
顕
宗
四
年
（
一
六
六
三
）
に
至
っ
て
も
、
戸
曹
判
書
鄭
致
和
が
「
今
後
必
ず
捜
銀
の

法
を
厳
し
く
し
、
国
内
の
銀
貨
を
他
境
へ
流
出
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
べ
し
」
と
請
う
て
い
る
よ
う
に
）
（（
（　

、
こ
の
当
時
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中
国
へ
の
銀
の
持
ち
出
し
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。

　

政
府
が
国
内
銀
鉱
や
対
日
貿
易
で
掻
き
集
め
た
銀
は
各
衙
門
・
軍
営
に
備
蓄
さ
れ
、
国
外
輸
出
は
も
ち
ろ
ん
、
市

中
で
の
通
行
も
極
力
抑
制
さ
れ
た
。
し
か
し
商
人
の
銀
流
通
を
抑
制
す
る
こ
と
は
既
に
不
可
能
で
あ
っ
た
。
顕
宗
五

年
に
は
、
副
提
学
李
慶
億
が
「
各
衙
門
は
多
く
銀
を
蓄
え
て
い
る
が
、
貯
め
る
だ
け
で
使
わ
な
い
た
め
、
都
民
は
利

を
失
い
、
資
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
不
満
の
上
訴
が
大
変
多
い
」
と
訴
え
、
顕
宗
が
「
各
衙
門
の
銀
購
入
は
何

年
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
」
と
問
う
と
、
領
議
政
鄭
太
和
は
「
丙
子
の
変
に
よ
り
国
用
が
蕩
尽
し
た
の
で
、
各
衙
門
は

前
事
に
懲
り
て
、
銀
を
軽
貨
と
し
た
。
故
に
儲
蓄
す
る
所
の
銀
は
事
変
に
備
え
る
た
め
で
あ
る
」
と
回
答
し
、
李
慶

億
も
「
今
後
は
各
衙
門
に
命
を
下
し
、
銀
購
入
の
弊
を
厳
禁
せ
よ
」
と
迫
っ
た
の
で
、
顕
宗
も
こ
れ
に
従
っ
た
）
（（
（　

。

ま
た
顕
宗
六
年
に
は
、
左
議
政
洪
命
夏
が
領
中
枢
府
事
李
景
奭
の
「
各
衙
門
が
儲
蓄
し
て
い
る
銀
貨
は
不
時
の
需
要

の
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
都
民
は
銀
貨
の
高
騰
に
苦
悶
し
て
い
る
。
そ
こ
で
今
後
は
斟
酌
転
換
し
、
公
私
の
事
を

便
利
に
す
べ
し
」
と
い
う
意
見
を
披
露
し
て
銀
の
放
出
を
要
請
し
、
承
認
さ
れ
た
）
（（
（　

。
銀
は
丙
子
胡
乱
以
後
も
兵
餉

備
蓄
の
た
め
国
家
が
集
積
し
て
い
た
が
、
漢
城
で
流
通
す
る
銀
が
払
底
す
る
と
商
業
や
貿
易
が
萎
縮
す
る
た
め
、
こ

の
後
市
中
で
も
通
用
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
顕
宗
一
四
年
（
一
六
七
三
）
に
な
る
と
、
戸
曹
判
書
閔
維
重

が
、
燕
行
使
の
銀
貨
持
ち
出
し
は
厳
禁
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
今
で
は
公
然
と
行
わ
れ
て
い
る
と
嘆
く
ほ
ど
に
、

銀
の
輸
出
規
制
は
弛
緩
し
て
い
た
）
（（
（　

。
八
包
が
銀
へ
再
転
換
さ
れ
る
の
は
恐
ら
く
こ
の
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
銀
は
政
府
に
よ
っ
て
輸
出
と
流
通
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
し
崩
し
的
に
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
私
貿
易
で
潤
う
燕
行
使
の
随
行
員
や
輸
入
品
を
独
占
的
に
販
売
す
る
市
廛
商

人
の
存
在
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
倭
銀
が
安
定
的
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
国
庫
備
蓄
銀
の
不

足
は
以
前
ほ
ど
心
配
の
種
と
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
政
府
は
む
し
ろ
銀
流
通
の
拡
大
が
「
利
権
在
上
」
と
呼
ば
れ
る
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国
家
に
よ
る
貨
幣
運
用
権
の
確
立
を
よ
り
一
層
困
難
に
さ
せ
る
こ
と
を
危
惧
し
た
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
常
平
通

宝
で
あ
る
。

　

粛
宗
四
年
正
月
二
三
日
、
領
議
政
許
積
は
「
我
が
国
に
は
本
も
と
通
行
の
貨
が
無
か
っ
た
が
、
近
年
以
来
銭
を
通

貨
と
為
し
た
。
し
か
し
柴
菜
の
価
格
に
至
っ
て
は
、
皆
銀
を
用
い
て
い
る
。
銀
は
我
が
国
の
産
で
は
な
く
、
一
般
庶

民
が
所
有
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
出
銀
の
路
は
狭
い
の
に
、
用
銀
の
路
は
広
い
。
そ
れ
故
今
日
、
銀
貨
を
偽
造
す

る
弊
害
が
極
み
に
達
し
て
い
る
。
一
方
銭
は
天
下
通
行
の
貨
で
あ
る
。
し
か
し
我
が
国
に
は
障
碍
が
あ
り
、
以
前
よ

り
た
び
た
び
通
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
通
用
で
き
な
か
っ
た
。
今
で
は
物
貨
が
流
通
し
な
い
た
め
、
人
民
は
皆
銭
の

流
通
を
願
っ
て
お
り
、
大
臣
や
宰
相
も
皆
便
益
だ
と
考
え
て
い
る
。
今
こ
そ
銭
を
通
用
す
べ
き
時
で
あ
る
」
と
上
啓

し
、
本
格
的
な
銭
流
通
を
実
施
せ
よ
と
唱
え
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
粛
宗
は
、
戸
曹
・
常
平
庁
・
賑
恤
庁
・
精
抄
庁
・

司
僕
寺
・
御
営
庁
・
訓
錬
都
監
に
て
常
平
通
宝
を
鋳
造
し
、
銀
一
両
を
銭
四
〇
〇
文
に
定
め
る
と
い
う
決
定
を
下
し

た
）
（（
（　

。
閏
三
月
に
は
備
辺
司
も
「
銭
幣
は
天
下
万
国
通
行
の
貨
で
あ
る
が
、
我
が
国
で
は
何
度
試
み
て
も
す
ぐ
に
停

止
し
、
今
な
お
通
行
で
き
な
い
の
は
、
銅
が
国
産
で
な
い
た
め
で
あ
る
。
ま
た
麤
木
（
粗
布
）
は
交
易
に
便
利
な
も

の
で
あ
っ
た
が
、
近
年
以
来
麤
木
は
断
絶
し
、
公
私
の
諸
物
品
売
買
は
専
ら
銀
貨
に
依
っ
て
い
る
。
柴
炭
蔬
菜
の
よ

う
な
些
末
な
物
も
必
ず
銀
貨
を
有
し
て
始
め
て
交
易
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
銀
貨
も
ま
た
我
が
国
の
物
産
で
は
な

い
し
、
そ
の
価
値
も
ま
た
重
く
、
最
も
低
昂
軽
重
の
便
を
妨
げ
る
」
と
上
啓
し
、
四
月
一
日
よ
り
銅
銭
を
通
用
す
べ

し
と
訴
え
た
）
（（
（　

。「
低
昂
軽
重
の
便
」
と
は
価
格
の
安
い
も
の
に
も
高
い
も
の
に
も
使
用
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
。

　

許
領
相
と
備
辺
司
の
上
啓
に
共
通
す
る
の
は
、
銅
銭
流
通
の
試
み
が
尽
く
失
敗
に
帰
し
、
漢
城
で
は
日
用
品
の
売

買
に
至
る
ま
で
全
て
銀
で
取
引
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
当
時
の
主
た
る
交
換
手
段
が
綿
布
（
但
し
二
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升
布
・
三
升
布
の
よ
う
な
使
用
価
値
の
乏
し
い
粗
布
は
既
に
淘
汰
さ
れ
て
い
た
）
や
米
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る

と
、
銀
が
市
場
に
普
及
し
流
通
の
主
役
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
は
か
な
り
の
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
ら

れ
る
。
ま
た
両
者
と
も
常
平
通
宝
を
鋳
造
す
る
た
め
の
原
料
銅
を
安
定
的
に
供
給
で
き
る
体
制
が
整
っ
た
と
も
言
っ

て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
が
常
平
通
宝
の
鋳
造
を
強
く
求
め
た
の
は
、
漢
城
市
場
に
流
通
す
る
銀
貨
を
回

収
す
る
こ
と
で
政
府
の
銀
備
蓄
を
積
み
増
し
、
更
に
銭
供
給
の
一
元
化
に
よ
り
「
利
権
在
上
」
の
実
現
を
目
指
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
銀
と
常
平
通
宝
と
の
交
換
は
容
易
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
粛
宗
五
年
二
月
三
日
、
備
辺
司
は
「
当
初
は
銭

価
格
を
高
め
に
設
定
す
る
と
普
及
が
難
行
す
る
と
の
判
断
か
ら
、
試
行
的
に
銀
一
両
＝
銭
四
〇
〇
文
の
交
換
比
率
を

設
定
し
た
が
、
こ
れ
で
は
原
料
銅
の
購
入
に
支
障
を
き
た
す
た
め
、
今
後
は
銀
一
両
＝
銭
二
〇
〇
文
に
引
き
上
げ
た

い
」
と
請
願
し
、
裁
可
さ
れ
た
）
（（
（　

。
銭
の
鋳
造
に
は
相
当
の
経
費
を
要
す
る
こ
と
は
雲
南
か
ら
の
銅
供
給
が
可
能
な

中
国
と
て
同
じ
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
で
は
有
力
な
銅
山
が
無
い
た
め
、
銭
供
給
を
進
め
る
ほ
ど
政
府
の
出
費
が
増
え
る

と
い
う
矛
盾
は
中
国
よ
り
深
刻
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
銭
価
を
一
挙
に
二
倍
に
引
き
上
げ
た
こ
と
に
よ
り
、

市
中
で
は
富
民
に
よ
る
銭
の
買
い
占
め
が
起
こ
っ
た
。
同
月
一
八
日
、
司
憲
府
持
平
申

は
、
新
令
頒
布
の
前
か
ら

情
報
を
得
て
い
た
者
が
銀
を
売
っ
て
市
中
の
銭
を
買
い
漁
っ
た
た
め
、
諸
衙
門
が
鋳
造
し
た
銭
文
は
尽
く
富
厚
の
家

に
集
ま
り
、
庶
民
の
怨
嗟
を
招
来
し
て
い
る
と
上
啓
し
、
新
令
を
実
施
一
〇
日
前
に
発
表
す
る
よ
う
提
議
し
た
。
粛

宗
は
こ
れ
を
五
日
前
に
短
縮
さ
せ
、
銭
一
〇
両
（
一
〇
〇
〇
文
）
以
上
を
買
っ
た
者
を
摘
発
し
処
罰
す
る
よ
う
命
じ

た
）
（（
（　

。

　

と
こ
ろ
が
漢
城
の
通
貨
市
場
は
政
府
の
新
レ
ー
ト
を
高
す
ぎ
る
と
評
価
し
、
実
物
や
銀
の
騰
貴
を
惹
き
起
こ
し

た
。
三
月
二
七
日
に
は
知
事
金
錫
冑
が
、
米
貴
銭
賤
に
よ
り
兵
士
や
胥
吏
の
給
与
が
目
減
り
し
て
い
る
と
上
啓	
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し
）
（（
（　

、
ま
た
四
月
八
日
に
は
行
大
司
憲
呉
挺
緯
が
、
政
府
は
公
定
レ
ー
ト
で
銭
文
を
銀
と
交
換
し
て
い
る
が
、
市
民

は
銀
貴
銭
賤
の
た
め
銭
を
加
給
し
て
通
用
し
て
い
る
と
上
啓
し
）
（（
（　

、
政
府
と
民
間
と
の
間
に
銭
価
の
開
き
が
生
じ
て

い
る
こ
と
を
訴
え
た
。
五
月
一
三
日
に
は
持
平
李
漢
命
・
裴
正
徽
が
、
諸
衙
門
は
銭
納
を
拒
ん
で
銀
納
を
求
め
た
り

し
な
い
こ
と
、
法
に
違
い
私
的
に
相
場
を
操
る
者
を
処
罰
す
る
こ
と
、
米
廛
は
銭
以
外
の
手
段
で
売
買
を
行
わ
な
い

こ
と
な
ど
の
強
行
措
置
を
講
ず
る
よ
う
上
啓
し
た
）
（（
（　

。
だ
が
銀
貴
銭
賤
は
終
息
せ
ず
、
同
年
九
月
に
は
銀
一
両
の
実

勢
価
格
が
銭
四
〇
〇
文
に
ま
で
戻
っ
た
）
（（
（　

。

　

そ
の
後
銭
価
は
持
ち
直
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
粛
宗
八
年
三
月
、
領
議
政
金
寿
恒
は
「
今
に
到
っ
て
も
銭
は
安

く
、
銀
一
両
の
値
が
銭
二
五
〇
文
に
達
し
て
い
る
。
も
し
銭
賤
が
継
続
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
京
外
で
の
鋳
銭
は
暫

く
停
罷
す
べ
し
」
と
上
啓
し
て
い
る
よ
う
に
）
（（
（　

、
こ
れ
だ
け
銀
価
が
下
が
っ
て
も
政
府
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
模
様

で
あ
る
。
市
中
で
は
銀
流
通
が
一
向
に
衰
え
ず
、
粛
宗
一
八
年
に
は
右
議
政
閔
黯
の
提
案
で
「
仮
鋳
銀
貨
之
律
」
が

制
定
さ
れ
、
銅
銭
の
私
鋳
よ
り
重
い
罰
則
が
科
せ
ら
れ
た
）
（（
（　

。

　

粛
宗
二
三
年
、
政
府
は
原
料
銅
調
達
費
用
の
高
騰
に
よ
り
銭
の
鋳
造
を
停
止
し
た
。
こ
れ
以
降
銭
価
は
次
第
に
高

騰
し
、
や
が
て
漢
城
は
慢
性
的
銭
荒
に
陥
る
。
た
だ
朝
鮮
政
府
の
方
針
は
あ
く
ま
で
銭
価
格
の
公
定
化
で
あ
り
、
中

国
の
よ
う
に
銀
銭
価
格
を
市
場
相
場
に
委
ね
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
英
祖
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
続
大
典
』
巻
二
、

戸
典
、
国
幣
の
条
に
も
「
丁
銀
一
両
。
代
用
銭
文
二
両
。
低
仰
［
抑
］
者
。
官
吏
入
啓
論
罪
。
小
民
杖
一
百
定
配
」

と
見
え
、
銀
一
両
＝
銭
二
〇
〇
文
の
公
定
レ
ー
ト
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
慢
性
的
銭
荒
に
も
か
か
わ
ら
ず
銭
の
対
銀
相
場
は
二
五
〇
文
か
ら
ほ
と
ん
ど
上
昇
し
な
か
っ
た
。
銭

の
鋳
造
停
止
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
銀
の
輸
入
も
減
少
し
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
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二　

元
禄
銀
問
題
の
発
生

　

粛
宗
二
三
年
す
な
わ
ち
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
四
月
、
対
馬
藩
は
元
禄
八
年
よ
り
国
内
で
通
行
し
て
い
る
元

禄
銀
の
使
用
を
朝
鮮
政
府
に
要
請
し
た
。
宗
家
文
書
を
用
い
た
田
谷
や
田
代
の
研
究
に
よ
る
と
、
対
馬
藩
は
元
禄
銀

の
品
位
を
六
四
％
と
し
て
交
渉
に
臨
ん
だ
が
、
朝
鮮
政
府
は
一
旦
漢
城
で
吹
き
分
け
を
行
っ
た
。
そ
の
後
朝
鮮
商
人

の
金
内
禁
が
対
馬
藩
の
役
人
に
伝
え
た
情
報
に
よ
る
と
、
政
府
は
六
三
％
ま
で
銀
を
抽
出
で
き
た
が
、
銀
の
表
面
が

黒
み
を
帯
び
る
た
め
、
六
二
％
と
見
な
す
べ
し
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
対
馬
藩
は
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
た
た

め
、
元
禄
一
一
年
五
月
、
朝
鮮
政
府
は
六
三
％
で
も
構
わ
な
い
と
回
答
し
、
対
馬
藩
も
同
意
し
た
と
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
朝
鮮
側
史
料
に
よ
る
と
、
こ
の
交
渉
は
単
な
る
品
位
を
め
ぐ
る
対
立
に
と
ど
ま
ら
な
い
深
刻
な
問
題
を
包
含
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

英
祖
後
期
に
『
東
国
文
献
備
考
』
と
い
う
名
で
編
纂
が
始
め
ら
れ
た
『
増
補
文
献
備
考
』
巻
一
六
四
、
市
糴
考

二
、
互
市
、
倭
関
開
市
の
項
に
は
「
戊
寅
（
一
六
九
八
）、
倭
人
が
元
字
銀
の
通
行
を
請
う
た
。
元
字
と
は
六
星
の

謂
で
あ
る
。
時
に
日
本
は
既
に
八
星
の
制
を
改
め
、
更
に
六
星
を
造
り
、
国
中
に
通
行
し
て
い
た
。
倭
館
の
者
が
来

て
云
う
に
は
、（
幕
府
に
よ
る
と
）
旧
銀
五
〇
両
は
ち
ょ
う
ど
純
銀
四
〇
両
で
あ
る
。
新
銀
五
〇
両
は
ち
ょ
う
ど
純

銀
三
一
両
で
あ
る
。（
対
馬
藩
が
）
旧
銀
を
吹
き
分
け
、
新
銀
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
新
銀
は
六
星
三
分
で
あ
っ
た
、

と
。
そ
こ
で
府
使
趙
泰
東
が
商
訳
に
吹
き
分
け
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
新
銀
五
〇
両
か
ら
純
銀
三
一
両
八
銭
五
分
が
抽
出

さ
れ
た
。
朝
廷
は
新
銀
千
両
を
取
り
、
こ
れ
を
北
京
市
場
に
送
っ
て
売
れ
る
か
否
か
を
試
し
て
み
た
。
倭
人
は
久
し

く
六
星
銀
の
使
用
を
請
う
て
お
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
朝
廷
は
六
星
銀
が
（
旧
銀
よ
り
）
二
星
劣
る
と
計
算
し
て
北
京

市
場
で
売
っ
た
と
こ
ろ
、
必
ず
し
も
交
易
が
行
き
詰
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
遂
に
こ
れ
を
許
可
し
た
」
と
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記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
対
馬
藩
が
交
渉
を
前
年
の
一
六
九
七
年
に
始
め
て
い
る
こ
と
、
幕
府
も
対
馬
藩
も
元
禄
銀

の
品
位
を
六
星
四
分
（
六
四
％
）
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
で
、
宗
家
文
書
と
内
容
が
異
な
っ
て
い

る
。
ま
た
東
萊
府
使
（
但
し
こ
の
時
の
府
使
は
趙
泰
東
で
は
な
い
）
に
よ
る
吹
き
分
け
や
、
北
京
で
の
元
禄
銀
試
行

な
ど
は
他
の
朝
鮮
側
史
料
に
記
録
が
な
い
。
元
禄
一
一
年
に
東
萊
府
使
が
六
三
％
程
度
の
銀
を
吹
き
分
け
た
こ
と
は

宗
家
文
書
に
も
見
ら
れ
る
が
、
新
銀
五
〇
両
が
純
銀
三
一
両
八
銭
五
分
に
相
当
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
品
位
を

六
三
・
七
％
と
鑑
定
し
た
こ
と
は
典
拠
が
不
明
で
あ
る
。
総
じ
て
こ
の
史
料
は
信
憑
性
が
薄
い
。

　

と
は
言
え
、
朝
鮮
政
府
が
元
禄
銀
の
品
位
で
は
な
く
そ
の
通
用
性
に
強
い
疑
問
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ

う
で
あ
る
。
但
し
朝
鮮
政
府
は
中
国
市
場
で
の
通
用
性
で
は
な
く
、
国
内
市
場
で
の
通
用
性
を
懸
念
し
て
い
た
。
そ

こ
で
政
府
は
対
馬
藩
に
対
し
て
藩
主
の
書
契
を
求
め
た
。
こ
の
書
契
は
元
禄
一
一
年
七
月
、
対
馬
藩
か
ら
東
萊
府
使

朴
権
に
手
渡
さ
れ
、
朝
廷
で
検
討
さ
れ
た
後
、
翌
一
二
年
（
一
六
九
九
）
一
二
月
、
東
萊
府
使
趙
泰
東
よ
り
回
答
が

寄
せ
ら
れ
、
最
終
決
着
が
付
い
た
。

　

品
位
交
渉
が
元
禄
一
一
年
五
月
に
妥
結
さ
れ
、
七
月
に
は
対
馬
藩
主
の
書
契
が
手
交
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

元
禄
銀
の
通
用
を
認
め
る
と
い
う
回
答
が
翌
年
一
二
月
ま
で
下
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
朝
廷
で
の
議
論
が
長
引
い
た

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
粛
宗
二
四
年
（
一
六
九
八
）
九
月
に
は
、
漢
城
に
到
着
し
た
書
契
を
め
ぐ
り
、
右
議
政
李

世
白
が
「
書
契
に
は
で
た
ら
め
な
言
辞
が
多
く
、
劣
の
字
は
一
言
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
勘
定
所
に
書
契
を
代
送
さ

せ
た
の
も
別
の
意
図
が
有
り
、
最
も
狡
詐
を
極
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
商
賈
の
互
市
に
係
わ
る
問
題
で
あ
る
の

で
、
些
細
な
事
柄
だ
と
謂
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
既
に
一
国
通
行
の
貨
と
為
せ
ば
、
他
日
無
窮
の
害
を
起

こ
す
で
あ
ろ
う
。
些
事
で
あ
る
こ
と
を
口
実
と
し
て
容
易
に
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
劣
数
を
計
り
永
久
に

（
歩
増
し
し
て
）
行
用
す
る
と
の
意
を
以
て
、
書
契
を
改
訂
さ
せ
、
真
偽
を
観
察
す
る
こ
と
を
請
う
。
蓋
し
倭
人
は
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八
星
を
減
じ
て
六
星
と
す
る
こ
と
を
請
う
て
い
る
か
ら
に
は
、
劣
数
二
分
を
計
上
し
、
八
星
の
数
に
準
ず
べ
き
で
あ

る
が
、
こ
こ
に
は
劣
数
計
上
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
」
と
上
疏
し
、
大
司
諫
金
構
も
こ
れ
に
同
調
し
た
。
粛
宗

が
朝
廷
に
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
領
議
政
柳
尚
運
・
左
議
政
尹
趾
善
は
連
名
で
「
書
契
が
既
に
発
せ
ら
れ
、
日
時
も
や
や

経
っ
て
い
る
。
理
由
も
な
く
（
交
渉
を
）
中
断
す
る
の
は
国
体
を
損
ね
る
。
今
は
た
だ
将
臣
ら
が
朝
廷
を
惑
わ
し
た

罪
を
問
い
、
す
み
や
か
に
処
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
上
疏
し
た
。
そ
こ
で
粛
宗
は
後
日
検
討
す
べ
し
と
答
え
た
）
（（
（　

。

　

李
世
白
の
主
張
通
り
、
確
か
に
対
馬
藩
主
宗
義
真
が
東
萊
府
使
・
釜
山
僉
節
制
使
に
宛
て
た
書
契
に
は
新
銀
の
品

位
が
低
下
し
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
日
本
で
は
新
た
に
元
字
標
銀
が
通
貨
と
な
っ
た
の
で
、
貴
国

の
商
人
に
も
こ
の
旨
周
知
さ
れ
た
い
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
訳
官
や
商
人
ら
に
下
さ
れ
た
証

文
に
は
輸
入
品
・
輸
出
品
と
も
一
〇
〇
両
に
つ
き
二
七
両
の
歩
増
し
を
行
う
こ
と
が
約
定
さ
れ
て
い
る
）
（（
（　

。
こ
の
事

実
を
李
世
白
や
金
構
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
常
識
的
に
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
元
禄
銀
で
の
取
引
を
認
め
る
こ
と
が

「
一
国
通
行
の
貨
と
為
す
」
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
論
理
の
飛
躍
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
が
交
渉
の
中

断
を
強
く
要
求
し
た
背
景
に
は
、
元
禄
銀
が
朝
鮮
国
内
で
通
用
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
あ
っ
た
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
。

　

粛
宗
の
決
断
に
よ
り
書
契
の
件
は
議
論
が
中
断
さ
れ
た
が
、
元
禄
銀
に
よ
る
取
引
は
容
認
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、

翌
年
五
月
に
は
、
既
に
東
萊
で
収
捧
さ
れ
た
政
府
貸
付
銀
が
漢
城
の
各
衙
門
へ
送
ら
れ
、
戸
曹
で
吹
錬
さ
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
銀
匠
の
吹
錬
技
能
は
稚
拙
で
、
倭
館
で
取
り
決
め
ら
れ
た
六
三
％
の
品
位
を
上
回
っ
た
り
下
回
っ
た

り
し
た
た
め
、
銀
価
が
高
騰
し
、
使
行
貿
易
に
携
わ
る
通
訳
官
が
各
衙
門
へ
返
納
す
る
銀
を
確
保
で
き
な
く
な
っ

た
。
そ
こ
で
五
月
一
五
日
、
左
議
政
崔
錫
鼎
が
銀
銭
半
数
ず
つ
を
収
捧
す
る
案
を
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
行
戸
曹
判

書
閔
鎮
長
は
反
対
を
、
左
議
政
金
鎮
亀
は
賛
成
を
唱
え
た
が
、
粛
宗
は
臨
時
措
置
と
し
て
半
数
収
捧
案
を
認
め	
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た
）
（（
（　

。
一
方
、
閔
鎮
長
は
五
月
二
〇
日
の
廷
議
に
て
「
初
め
新
銀
を
一
〇
〇
両
吹
錬
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
匠
手
が
不
善

で
あ
っ
た
た
め
、
六
成
三
分
な
の
に
一
両
以
上
少
な
か
っ
た
。
更
に
他
の
匠
手
に
二
〇
〇
両
を
吹
錬
さ
せ
た
と
こ

ろ
、
ち
ょ
う
ど
六
成
三
分
を
吹
き
出
し
た
」
と
述
べ
、
朝
鮮
匠
手
の
吹
錬
技
能
が
低
い
こ
と
を
強
調
し
、
更
に
「
そ

の
銀
貨
は
薄
劣
で
偽
造
が
容
易
で
あ
り
、
防
禁
の
策
を
厳
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
臣
も
皆
、
今
後
は
倭
館

よ
り
出
来
す
る
銀
貨
は
東
萊
府
に
命
じ
て
天
銀
に
吹
錬
さ
せ
る
べ
し
と
言
っ
て
い
る
」
と
上
啓
し
た
。
左
議
政
崔
錫

鼎
も
私
鋳
の
弊
が
防
止
さ
れ
る
と
し
て
天
銀
へ
の
改
鋳
案
に
賛
成
し
た
。
更
に
兵
曹
判
書
李
濡
は
い
っ
そ
倭
館
で
天

銀
に
吹
錬
さ
せ
て
は
ど
う
か
と
述
べ
、
粛
宗
も
こ
の
案
に
乗
り
か
け
た
が
、
閔
鎮
長
は
朝
鮮
の
商
賈
に
吹
錬
さ
せ
る

べ
し
と
主
張
し
、
崔
錫
鼎
も
既
に
倭
人
と
協
定
が
成
立
し
て
い
る
と
し
て
慎
重
論
を
唱
え
た
の
で
、
結
局
粛
宗
は
閔

鎮
長
案
を
採
っ
た
）
（（
（　

。

　

こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
窺
い
知
れ
る
の
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
書
契
の
件
は
棚
上
げ
に
し
つ
つ
、
朝
鮮
は

元
禄
銀
の
輸
入
を
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
丁
銀
が
そ
の
ま
ま
通
行
し
て
い
た
の
に
対
し
、
元
禄
銀
は

天
銀
す
な
わ
ち
純
銀
に
吹
き
替
え
な
け
れ
ば
通
行
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
元
禄
銀
が
朝
鮮

商
人
に
信
任
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
が
、
逆
に
丁
銀
は
高
い
信
頼
を
得
て
い
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

第
三
に
、
朝
鮮
人
銀
匠
は
吹
錬
技
能
が
低
い
た
め
、
元
禄
銀
の
天
銀
へ
の
改
鋳
は
日
本
人
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
朝

鮮
政
府
は
知
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
論
証
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
漢
城
で
は
既
に
銀
の
流
通
が
相
当
活
発

で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
人
は
中
国
人
の
よ
う
に
銀
色
を
正
確
に
識
別
す
る
能
力
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
倭
国
の
丁
銀
で
あ

る
こ
と
を
信
用
の
拠
り
所
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
丁
銀
に
打
刻
さ
れ
た
銀
座
の
極
印
な
ど
を
頼
り
に
真

偽
を
見
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

市
場
の
信
任
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
元
禄
銀
は
一
度
は
天
銀
に
改
鋳
す
る
こ
と
に
決
め
ら
れ
た
が
、
品
位
に
ば
ら
つ
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き
が
生
じ
、
ま
た
容
易
に
偽
造
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
天
銀
が
市
場
に
出
回
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
元
禄
銀

は
朝
鮮
の
鉱
山
よ
り
産
出
さ
れ
た
礦
銀
（
日
本
で
言
う
灰
吹
銀
）
と
同
様
、
各
衙
門
・
軍
営
の
備
蓄
用
に
充
て
ら
れ

た
。
使
行
貿
易
に
よ
り
丁
銀
が
中
国
に
輸
出
さ
れ
る
一
方
、
日
本
よ
り
輸
入
さ
れ
た
元
禄
銀
は
市
中
で
は
通
用
さ
れ

な
い
た
め
、
漢
城
の
流
動
性
は
減
少
し
、
銀
貴
は
ま
す
ま
す
激
化
し
て
い
っ
た
。
や
や
後
の
史
料
で
あ
る
が
、
粛
宗

四
二
年
（
一
七
一
六
）、
左
議
政
金
昌
集
は
「
近
来
銀
貨
は
名
色
が
甚
だ
多
く
、
使
行
に
お
け
る
弊
害
が
深
刻
で
あ

る
。
既
に
旧
丁
（
慶
長
銀
）
が
あ
り
、
そ
の
後
六
星
（
元
禄
銀
）・
八
星
（
人
蔘
代
往
古
銀
）
が
あ
り
、
最
近
で
は

新
丁
（
正
徳
・
享
保
銀
）
が
あ
る
。
今
は
新
丁
を
通
用
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
た
め
、
元
銀
は
死
貨
と
な
っ
た
。
各

衙
門
が
儲
備
す
る
元
銀
も
多
い
が
、
実
に
無
用
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
諸
臣
の
考
え
に
よ
る
と
、
元
銀
は
我
が
国

で
は
無
用
の
物
で
あ
る
が
、
北
京
で
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
使
行
の
時
、
八
包
の
銀
に
加
え
元
銀
を
余

分
に
持
っ
て
行
か
せ
、
丁
銀
と
交
換
さ
せ
れ
ば
良
い
と
云
う
」
と
上
啓
し
て
お
り
）
（（
（　

、
結
局
元
禄
銀
の
多
く
は
改
鋳

さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
「
死
貨
」
と
し
て
諸
衙
門
に
備
蓄
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
元
禄
銀
は
礦
銀
と
同
様
、
中
国

で
は
交
換
価
値
を
有
す
る
が
、
朝
鮮
国
内
で
は
貨
幣
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
た
だ
の
貴
金
属
で
あ
っ

た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
六
九
九
年
よ
り
開
始
さ
れ
た
元
禄
銀
の
輸
入
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。
一
七
〇
六
年
に
勘
定

奉
行
荻
原
重
秀
が
元
禄
銀
を
更
に
品
位
の
低
い
宝
永
銀
に
再
改
鋳
す
る
と
、
対
馬
藩
は
朝
鮮
が
到
底
こ
れ
を
受
け
取

ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
、
灰
吹
上
銀
か
慶
長
銀
と
同
品
位
の
銀
を
交
易
に
使
用
し
た
い
と
荻
原
重
秀
に
強
く
働

き
か
け
た
た
め
、
慶
長
銀
と
同
品
位
の
人
蔘
代
往
古
銀
が
特
鋳
銀
と
し
て
鋳
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
皮
肉
な
こ

と
に
、
幕
府
が
銀
貨
を
悪
鋳
し
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
朝
鮮
は
再
度
丁
銀
を
輸
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
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宗
家
文
書
に
よ
る
と
、
人
蔘
代
往
古
銀
の
鋳
造
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
よ
り
開
始
さ
れ
、
翌
年
よ
り
朝
鮮
政

府
と
の
交
渉
に
入
り
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
か
ら
通
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
朝
鮮
側

史
料
に
よ
る
と
、
早
く
も
粛
宗
三
三
年
（
一
七
〇
七
）
九
月
二
〇
日
の
廷
議
で
、
領
議
政
崔
錫
鼎
が
「
東
萊
府
使
の

状
啓
に
よ
る
と
、
倭
人
は
元
字
旧
銀
を
廃
し
、
宝
字
新
銀
を
出
送
し
た
い
と
請
う
て
い
る
と
あ
る
。
旧
銀
の
通
用
が

一
〇
年
も
経
た
な
い
の
に
、
ま
た
改
訂
を
請
う
て
お
り
、
そ
の
間
の
事
情
は
推
し
量
り
難
い
。
し
か
し
新
銀
は
旧
銀

と
比
べ
て
や
や
高
品
位
な
の
で
、
た
と
え
今
こ
れ
を
許
し
た
と
し
て
も
、
貨
幣
政
策
に
お
い
て
損
は
無
い
だ
ろ
う
。

通
行
を
始
め
る
前
に
必
ず
両
国
の
人
を
立
ち
会
わ
せ
て
吹
錬
を
実
見
さ
せ
、
品
位
を
検
証
し
た
上
で
こ
れ
を
通
用
す

べ
し
」
と
上
啓
し
、
礼
曹
判
書
趙
泰
采
も
「
元
銀
は
戊
寅
年
に
始
め
て
出
来
し
た
が
、
通
用
久
し
か
ら
ず
し
て
突
然

品
位
を
七
成
に
加
増
す
る
こ
と
を
請
う
て
お
り
、
そ
の
中
に
如
何
な
る
奸
計
が
有
る
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
）
（（
（　

。
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
る
と
、
対
馬
藩
は
江
戸
幕
府
に
灰
吹
銀
か
丁
銀
に
相
当
す
る
輸
出
用
銀
貨
の
鋳
造
を

要
求
す
る
一
方
、
朝
鮮
に
は
東
萊
府
使
を
通
し
て
品
位
七
〇
％
の
「
宝
字
新
銀
」
を
行
使
し
た
い
と
打
診
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
朝
鮮
政
府
が
こ
れ
を
容
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
幕
府
の
許
可
が
得
ら
れ
る
か
否
か
は
全
く
分

か
ら
な
い
の
だ
が
、
次
善
の
案
と
し
て
根
回
し
工
作
を
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
結
局
人
蔘
代
往
古
銀
の
鋳
造
が

認
め
ら
れ
た
こ
と
で
「
宝
字
新
銀
」
案
は
闇
に
葬
ら
れ
た
が
、
朝
鮮
政
府
は
そ
の
後
も
人
蔘
代
往
古
銀
の
品
位
を

七
〇
％
と
誤
解
し
続
け
た
）
（（
（　

。

　

人
蔘
代
往
古
銀
の
輸
出
が
始
ま
っ
た
二
年
後
、
幕
府
は
国
内
銀
の
品
位
を
八
〇
％
に
戻
し
た
。
ま
た
輸
出
銀
の
品

位
が
八
〇
％
に
戻
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
元
禄
銀
の
通
用
に
よ
り
落
ち
込
ん
で
い
た
銀
の
輸
出
額
は
あ
る
程
度
回
復

し
、
そ
の
後
安
定
的
に
推
移
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
七
三
〇
年
代
か
ら
銀
輸
出
は
再
び
減
少
し
、
宝
暦
二
年

（
一
七
五
二
）
を
最
後
に
公
式
記
録
か
ら
姿
を
消
す
。
そ
の
理
由
は
品
位
四
六
％
の
国
内
通
用
銀
で
あ
る
元
文
銀
と
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人
蔘
代
往
古
銀
と
の
引
き
替
え
条
件
を
厳
し
く
し
て
、
対
馬
藩
に
よ
る
銀
輸
出
を
抑
制
し
よ
う
と
い
う
幕
府
の
意
図

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
）
（（
（　

。

　

幕
府
の
引
き
締
め
政
策
に
よ
り
朝
鮮
は
一
八
世
紀
以
降
、
銀
が
次
第
に
枯
渇
す
る
。
そ
の
影
響
を
直
接
被
っ
た
の

が
使
行
貿
易
で
あ
っ
た
。
粛
宗
四
二
年
（
一
七
一
六
）
金
昌
集
が
燕
行
使
に
元
銀
を
余
分
に
持
た
せ
よ
と
上
啓
し
た

こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
二
年
後
の
粛
宗
四
四
年
に
は
各
衙
門
の
元
銀
備
蓄
も
底
を
尽
き
、
訳
官
に
持
た
せ
る
八
包

の
銀
さ
え
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
備
辺
司
が
元
銀
・
丁
銀
を
問
わ
ず
銀
を
掻
き
集
め
る
よ
う
上
疏
し
て
い	

る
）
（（
（　

。
粛
宗
四
五
年
に
は
、
右
参
賛
趙
道
彬
が
、
近
年
清
朝
側
の
賄
賂
要
求
が
増
え
、
燕
行
使
が
持
ち
出
す
官
銀
が

三
万
両
か
ら
四
万
両
に
達
し
て
い
る
た
め
、
平
安
道
監
営
・
兵
営
に
備
蓄
し
て
い
る
国
内
で
は
通
用
不
能
の
元
銀
の

中
か
ら
一
万
両
を
工
面
す
べ
し
と
主
張
し
、
領
議
政
金
昌
集
も
、
元
銀
は
六
星
で
あ
る
が
故
に
我
が
国
で
は
通
用
で

き
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
使
行
の
際
に
訳
官
に
持
た
せ
て
い
た
が
、
今
で
は
京
衙
門
の
元
銀
も
払
底
し
た
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
）
（（
（　

、
中
央
政
府
の
備
蓄
は
数
年
で
空
に
な
り
、
地
方
軍
営
な
ど
の
備
蓄
を
融
通
す
る
以
外
に
丁
銀
や
元

銀
を
確
保
す
る
手
立
て
が
無
く
な
っ
た
。
英
祖
九
年
（
一
七
三
三
）、
平
安
監
司
権
以
鎮
は
、
辛
卯
年
す
な
わ
ち
粛

宗
三
七
年
（
一
七
一
一
）
ま
で
戸
曹
に
は
二
〇
万
両
の
銀
が
あ
っ
た
と
語
っ
て
お
り
）
（（
（　

、
中
央
の
銀
備
蓄
は
数
年
で

激
減
し
た
模
様
で
あ
る
。
英
祖
八
年
ま
で
に
は
、
戸
曹
が
市
廛
商
人
か
ら
購
入
す
る
諸
物
資
や
使
行
貿
易
に
よ
っ
て

調
達
す
る
内
医
院
の
漢
方
薬
と
尚
衣
院
の
絹
織
物
の
代
金
を
純
銀
か
ら
銭
で
支
払
う
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
が
、
銭
相

場
が
銀
一
両
＝
銭
二
六
〇
―
二
七
〇
文
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
公
定
価
格
の
二
〇
〇
文
し
か
支
給
し
な

か
っ
た
た
め
、
強
い
不
満
が
起
き
る
な
ど
）
（（
（　

、
銀
備
蓄
の
枯
渇
は
市
場
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

と
は
言
え
、
使
行
貿
易
を
中
止
す
る
こ
と
は
外
交
上
の
み
な
ら
ず
経
済
上
に
お
い
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
政

府
は
礦
銀
の
輸
出
に
踏
み
出
し
た
。
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三　

礦
銀
の
輸
出

　

市
中
で
通
行
し
て
い
た
丁
銀
が
減
少
し
、
死
貨
と
し
て
国
庫
に
備
蓄
さ
れ
て
い
た
元
銀
さ
え
払
底
し
た
朝
鮮
は
、

東
萊
貿
易
で
は
充
分
賄
い
き
れ
な
い
中
国
向
け
輸
出
銀
を
礦
銀
で
補
塡
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
礦
銀
（
壙
銀
）
と
は

朝
鮮
国
内
で
採
掘
さ
れ
た
純
銀
（
十
成
天
銀
）
で
、
品
位
に
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
た
め
貨
幣
と
し
て
は
流
通
せ
ず
、

こ
れ
ま
で
は
元
銀
と
同
様
、
国
家
備
蓄
に
回
さ
れ
て
い
た
。
英
祖
元
年
（
一
七
二
五
）
に
は
、
英
祖
即
位
を
伝
え
る

謝
恩
兼
奏
請
使
の
副
使
権

が
、
景
宗
即
位
時
の
別
単
に
よ
る
と
天
銀
五
千
両
は
丁
銀
六
千
両
に
相
当
し
た
と
上
啓

し
て
お
り
）
（（
（　

、
中
国
で
は
礦
銀
の
品
位
を
九
六
％
と
評
価
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

礦
銀
の
輸
出
が
永
年
控
え
ら
れ
て
い
た
理
由
は
、
朝
鮮
で
は
銀
が
産
出
さ
れ
な
い
と
い
う
明
代
以
来
の
建
前
を
堅

持
し
、
清
朝
の
銀
貢
納
要
求
を
予
防
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
元
銀
が
払
底
す
る
と
、
各
衙
門
・
軍
営
は
丁
銀

を
出
し
惜
し
み
、
燕
行
使
に
礦
銀
を
持
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
英
祖
元
年
に
は
、
冬
至
使
正
使
金
興
慶
が
各
衙

門
・
軍
営
に
銀
貨
の
貸
与
を
求
め
た
の
に
対
し
、
禁
衛
営
は
連
年
に
わ
た
る
訳
官
へ
の
貸
し
出
し
に
よ
り
、
現
存
す

る
銀
備
蓄
が
新
丁
銀
五
千
両
に
ま
で
低
下
し
た
と
し
て
、
平
安
道
監
・
兵
営
や
義
州
の
銀
貨
を
用
い
る
べ
し
と
返
答

し
て
お
り
）
（（
（　

、
左
議
政
閔
鎮
遠
も
、
戸
曹
は
馬
蹄
銀
を
蓄
え
て
い
た
が
、
我
が
国
で
は
通
用
さ
れ
な
い
の
で
、
使
臣

が
備
辺
司
に
請
願
し
て
戸
曹
よ
り
馬
蹄
銀
四
千
―
五
千
両
を
捻
出
さ
せ
た
と
報
告
し
て
い
る
）
（（
（　

。
馬
蹄
銀
と
は
中
国

の
庫
平
銀
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
純
度
が
高
い
銀
す
な
わ
ち
礦
銀
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
衙
門
も
軍
営

も
明
言
こ
そ
し
な
い
が
、
可
能
な
限
り
丁
銀
を
留
保
し
礦
銀
を
供
出
す
る
と
い
う
方
針
を
堅
持
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
英
祖
三
年
（
一
七
二
七
）
閏
三
月
、
冬
至
使
副
使
鄭
亨
益
は
帰
国
報
告
に
お
い
て
「
近
来
壙
銀
が
際
限

な
く
中
国
へ
流
入
し
て
い
る
が
、
壙
銀
と
は
我
が
国
で
採
掘
さ
れ
た
銀
の
こ
と
で
あ
る
。
昨
年
四
回
の
燕
行
使
が
持
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ち
出
し
た
壙
銀
は
十
余
万
両
に
至
っ
た
。
こ
の
値
か
ら
推
計
す
る
と
、
数
十
年
来
の
壙
銀
流
出
は
幾
千
万
に
も
達
す

る
だ
ろ
う
。
我
が
国
の
貴
重
な
銀
で
中
国
の
不
要
な
雑
貨
を
購
入
し
、
尽
く
消
費
に
帰
す
る
の
は
奢
侈
と
言
う
べ
き

で
あ
り
、
甚
だ
憂
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
ま
た
中
国
で
聞
い
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
の
壙
銀
は
十
成
の
天

銀
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
最
近
我
が
国
の
人
間
は
狡
猾
に
な
り
、
製
錬
の
際
に
鉛
や
鉄
を
混
ぜ
る
の
だ
が
、

胡
人
（
清
国
人
）
は
す
ぐ
に
気
づ
き
、
八
星
銀
に
代
え
よ
と
言
う
。
朝
鮮
人
の
詐
欺
は
全
て
容
易
に
見
破
ら
れ
、

常
々
彼
ら
に
唾
棄
罵
倒
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
非
常
に
情
け
な
い
。
臣
が
思
う
に
、
今
後
は

所
謂
壙
銀
を
中
国
に
入
送
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
国
内
だ
け
で
通
行
さ
せ
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
」
と
上
啓
し
、

正
使
の
密
豊
君
李
坦
も
「
使
行
の
際
に
持
ち
出
す
銀
貨
の
数
は
、
壙
銀
が
常
に
丁
銀
の
二
倍
に
達
す
る
。
ま
た
詐
欺

行
為
も
副
使
の
報
告
通
り
で
あ
り
、
禁
止
措
置
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。
鉛
鉄
混
入
に
対
し
て
は
諸
臣
の
意
見
通

り
、
朝
廷
が
字
標
を
定
め
、
常
平
通
宝
の
規
定
に
倣
っ
て
鋳
造
を
行
え
ば
、
偽
造
を
予
防
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ

て
い
る
）
（（
（　

。
両
使
臣
の
報
告
か
ら
、
第
一
に
、
礦
銀
の
輸
出
が
近
年
激
増
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
品
位
の
ば
ら

つ
き
は
吹
錬
技
術
の
低
さ
で
は
な
く
、
製
錬
過
程
に
お
け
る
不
正
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

正
使
の
李
坦
は
偽
造
対
策
と
し
て
銀
貨
に
字
標
を
入
れ
よ
と
言
う
が
、
彼
が
常
平
通
宝
の
よ
う
な
コ
イ
ン
の
鋳
造
を

想
定
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
丁
銀
の
よ
う
な
極
印
の
打
刻
を
想
定
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
史
料
か
ら
は
判
断
で

き
な
い
。

　

鄭
亨
益
の
礦
銀
輸
出
禁
止
案
は
廷
議
に
懸
け
ら
れ
、
諸
臣
は
概
ね
賛
成
し
た
）
（（
（　

。
し
か
し
使
行
貿
易
を
継
続
し
つ

つ
礦
銀
の
輸
出
を
止
め
る
た
め
に
は
手
持
ち
の
丁
銀
を
放
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
何
れ
の
衙
門
・
軍

営
も
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
英
祖
一
〇
年
（
一
七
三
四
）
に
は
平
安
道
監
察
御
史
朴
師
洙
が
、
銀
匠
に
よ
る

鉛
鉄
混
入
の
弊
害
が
相
変
わ
ら
ず
深
刻
で
あ
り
、
本
営
所
属
の
銀
店
（
銀
山
）
で
は
造
銀
の
際
、
銀
店
名
と
匠
手
の
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姓
名
を
打
刻
し
て
い
る
の
で
、
今
後
は
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
銀
店
で
も
同
様
の
打
刻
を
行
う
べ
し
と
上
啓
し
た
が
、
廷

臣
ら
は
煩
瑣
で
あ
る
と
し
て
難
色
を
示
し
、
英
祖
も
こ
の
案
を
却
下
し
た
）
（（
（　

。
こ
の
頃
に
は
、
対
中
輸
出
銀
に
占
め

る
倭
銀
の
割
合
は
一
割
程
度
に
過
ぎ
ず
、
残
り
は
皆
礦
銀
で
あ
っ
た
）
（（
（　

。
結
局
こ
の
年
、
英
祖
は
奢
侈
禁
止
令
を
頒

布
し
て
、
贅
沢
品
で
あ
る
絹
織
物
や
装
身
具
の
消
費
抑
制
を
図
り
、
更
に
英
祖
二
二
年
（
一
七
四
六
）
に
は
、
使
行

一
回
で
十
万
両
の
礦
銀
が
流
出
す
る
た
め
、
紋
緞
の
禁
を
発
布
し
て
、
民
間
向
け
高
級
絹
織
物
の
輸
入
を
禁
止
し	

た
）
（（
（　

。
因
み
に
英
祖
一
二
年
（
一
七
三
六
）、
進
香
使
正
使
洛
昌
君
李
樘
・
副
使
李
寿
沆
の
帰
国
報
告
に
よ
る
と

「
清
国
人
は
使
節
が
持
参
し
た
関
西
の
礦
銀
を
丁
銀
の
代
用
と
し
て
受
領
す
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
真
偽
を
確
認
す
る

た
め
板
子
五
〇
両
を
吹
錬
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
純
銀
三
八
両
（
品
位
七
六
％
）
で
あ
っ
た
」
と
あ
り
）
（（
（　

、
礦
銀
の
品
位

低
下
は
そ
の
後
も
止
ま
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
英
祖
初
年
前
後
よ
り
輸
出
用
銀
貨
は
丁
銀
か
ら
礦
銀
へ
と
急
速
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
が
、
国
内
の

各
衙
門
・
軍
門
は
相
変
わ
ら
ず
丁
銀
へ
の
選
好
性
を
堅
持
し
て
い
た
。
英
祖
一
三
年
に
は
、
右
議
政
宋
寅
明
が
使
行

に
持
参
さ
せ
る
銀
不
足
対
策
に
つ
い
て
「
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
統
営
に
は
元
銀
が
二
万
両
近
く
あ
り
、
江
華
も
ま

た
元
銀
が
あ
る
よ
う
だ
。
我
が
国
は
天
銀
と
八
星
丁
銀
を
用
い
て
い
る
た
め
、
萊
貨
で
あ
る
六
星
元
銀
は
使
用
す
る

場
が
な
い
。
し
か
し
中
国
で
は
六
星
・
八
星
を
問
わ
ず
、
全
て
通
用
で
き
る
と
言
う
。
臣
が
考
え
る
に
、
両
処
の
元

銀
を
取
り
寄
せ
、
中
国
に
持
ち
込
ん
で
生
糸
を
購
入
さ
せ
、
こ
れ
を
倭
館
に
送
り
、
丁
銀
に
換
え
て
両
処
に
返
還
す

れ
ば
甚
だ
好
都
合
で
あ
る
」
と
提
案
し
、
英
祖
の
裁
可
を
得
て
い
る
）
（（
（　

。
こ
の
時
期
に
至
っ
て
も
地
方
の
軍
営
で
は

ま
だ
元
銀
が
残
っ
て
い
た
こ
と
自
体
驚
く
べ
き
事
実
で
あ
る
が
、
政
府
の
丁
銀
志
向
は
揺
る
い
で
い
な
か
っ
た
。

　

宋
寅
明
は
ま
た
、
英
祖
一
八
年
（
一
七
四
二
）
に
お
け
る
十
成
銀
鋳
造
論
に
つ
い
て
の
英
祖
の
下
問
に
対
し
「
京

外
の
銀
は
総
計
三
〇
―
四
〇
万
両
に
過
ぎ
ず
、
全
て
九
成
で
は
な
い
。
今
も
し
十
成
に
改
鋳
す
れ
ば
大
半
が
減
縮
す
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る
（
す
な
わ
ち
銀
流
通
量
が
圧
縮
さ
れ
る
）
の
で
、
不
都
合
で
あ
る
」
と
返
答
し
て
い
る
）
（（
（　

。
当
時
市
中
で
取
引
に

用
い
ら
れ
て
い
た
銀
も
ま
た
礦
銀
で
は
な
く
、
宋
寅
明
も
礦
銀
を
鋳
貨
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

　

更
に
『
秋
官
志
』
に
よ
る
と
、
英
祖
三
九
年
（
一
七
六
三
）、
漢
城
の
朴
務
行
・
林
震
華
・
李
晦
根
・
河
有
福
・

朴
成
逢
ら
が
天
銀
に
鉛
銅
を
混
入
さ
せ
、
七
星
・
八
星
丁
銀
を
合
計
六
千
両
余
り
鋳
造
し
、
倭
銀
と
偽
っ
て
行
使
す

る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
政
府
は
こ
れ
に
対
し
「
我
が
国
所
用
の
銀
は
礦
銀
に
過
ぎ
ず
、
所
謂
七
星
・
八
星
と

は
即
ち
倭
銀
で
あ
る
。
…
…
こ
の
銀
が
も
し
鴨
緑
江
以
北
に
流
入
す
れ
ば
、
言
葉
に
な
ら
ぬ
程
の
国
辱
と
な
る
だ
ろ

う
」
と
判
断
し
、
首
謀
者
朴
務
行
、
造
人
林
震
華
、
銀
廛
人
李
晦
根
、
造
銀
匠
河
有
福
・
朴
成
逢
を
市
民
の
前
で
公

開
処
刑
し
た
）
（（
（　

。
同
史
料
は
「
我
が
国
所
用
の
銀
は
礦
銀
に
過
ぎ
ず
」
と
語
る
が
、
犯
人
が
礦
銀
を
用
い
て
丁
銀
を

偽
造
し
、
倭
銀
と
偽
っ
て
行
使
し
て
い
る
事
実
か
ら
、
市
場
で
は
礦
銀
で
な
く
倭
銀
が
通
行
し
て
い
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
ま
た
朴
務
行
が
単
純
に
手
持
ち
の
天
銀
を
品
位
八
〇
％
の
銀
に
改
鋳
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
鉛
や
銅
の
混
入

に
費
用
が
掛
か
り
損
を
す
る
だ
け
で
、
得
ら
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
品
位
を
更
に
落
と
せ
ば
そ
の
分
だ

け
利
益
が
生
ず
る
が
、
彼
ら
が
本
物
よ
り
品
位
の
劣
る
倭
銀
を
偽
造
し
た
と
は
史
料
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
し
、
品

位
を
下
げ
過
ぎ
る
と
見
破
ら
れ
易
く
な
る
。
も
し
品
位
八
〇
％
の
銀
を
造
っ
た
だ
け
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
行
為
は
中

国
で
は
何
の
罪
に
も
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
単
純
計
算
す
れ
ば
損
が
出
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
敢
え
て
偽

の
倭
銀
を
鋳
造
し
た
の
は
、
天
銀
が
朝
鮮
で
は
貨
幣
と
し
て
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
に

よ
る
限
り
、
彼
ら
の
罪
は
品
位
を
偽
っ
て
不
当
な
鋳
造
差
益
を
得
た
こ
と
で
は
な
く
、
礦
銀
と
い
う
銀
塊
か
ら
丁
銀

と
い
う
貨
幣
を
私
的
に
鋳
造
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
程
ま
で
に
日
本
の
通
貨
で
あ
る
（
あ
る
い
は
過
去
に
通
貨

で
あ
っ
た
）
丁
銀
は
朝
鮮
に
て
厚
い
信
任
を
得
て
い
た
の
で
あ
り
、
逆
に
礦
銀
は
市
場
で
流
通
し
得
な
か
っ
た
、
換

言
す
れ
ば
礦
銀
は
含
有
す
る
銀
量
に
比
べ
不
当
に
低
い
価
格
で
し
か
売
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
三
〇
年
後
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の
正
祖
一
七
年
（
一
七
九
三
）、
前
江
界
府
使
権

の
上
啓
に
よ
る
と
、
同
地
で
は
丁
銀
一
両
が
銭
三
五
〇
―

三
六
〇
文
、
天
銀
一
両
が
銭
二
五
〇
文
の
相
場
を
付
け
て
い
た
）
（（
（　

。
こ
の
事
件
と
は
時
期
も
場
所
も
異
な
る
が
、
品

位
の
低
い
丁
銀
の
方
が
品
位
の
高
い
礦
銀
よ
り
も
相
当
高
価
で
取
引
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

朴
務
行
事
件
が
起
き
た
の
は
、
倭
銀
の
流
入
が
完
全
に
停
止
し
て
か
ら
約
一
〇
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く

漢
城
の
市
場
で
は
丁
銀
へ
の
渇
望
が
日
増
し
に
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
政
府
は
何
故
、
市
場
に
流
動

性
を
供
給
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
既
述
の
通
り
、
英
祖
一
八
年
に
は
十
成
銀
鋳
造
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

英
祖
三
四
年
（
一
七
五
八
）
に
は
、
翌
年
よ
り
使
行
の
礦
銀
輸
出
を
止
め
、
代
わ
り
に
度
支
銀
を
造
成
し
て
、
こ
れ

を
八
包
に
充
て
よ
と
の
王
命
が
下
さ
れ
て
い
る
）
（（
（　

。
こ
の
度
支
銀
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
英
祖
が
礦
銀
に
代
わ
る
鋳
貨
を
流
通
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
ら
が
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
の
は
、
漢
城
の
朝
鮮
商
人
に
は
銀
座
の
極
印
が
打
た
れ
て
い
る
丁
銀
こ
そ
が
安
心

し
て
授
受
で
き
る
唯
一
の
銀
貨
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
る
と
、
彼
ら
は
中
国
人
の
よ
う
に
日
常
的
に
銀

を
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
銀
色
の
鑑
定
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
た
と
え
政
府
が
天
銀
系
の
鋳
貨
を

投
下
し
て
も
、
そ
の
真
偽
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
利
権
在
上
」
論
か

ら
見
れ
ば
、
朝
鮮
政
府
は
銀
貨
の
鋳
造
や
流
通
を
自
己
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
ず
、
商
人
層
は
外
国
通
貨
で

あ
る
丁
銀
を
選
好
し
て
い
た
）
（（
（　

。
そ
し
て
政
府
機
関
も
ま
た
貴
重
な
丁
銀
の
備
蓄
を
維
持
し
続
け
た
。

　

正
祖
八
年
（
一
七
八
四
）
一
〇
月
、
開
城
留
守
鄭
昌
聖
は
「
通
例
で
は
勅
使
に
対
し
丁
銀
を
贈
給
す
べ
き
で
あ
る

が
、
近
来
丁
銀
が
枯
渇
し
確
保
が
不
可
能
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
兵
曹
で
は
封
印
し
た
ま
ま
の
丁
銀
が

一
〇
万
両
近
く
備
蓄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
本
府
が
買
い
置
い
た
天
銀
二
千
両
を
丁
銀
と
交
換
し
て
欲
し

い
」
と
請
願
し
、
丁
銀
三
千
両
と
の
交
換
が
許
さ
れ
た
）
（（
（　

。
中
国
か
ら
来
た
勅
使
に
丁
銀
を
贈
る
の
は
、
中
国
で
も
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丁
銀
が
選
好
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
漢
城
や
開
城
で
朝
鮮
商
人
と
交
易
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

正
祖
二
〇
年
（
一
七
九
六
）
正
月
一
五
日
、
開
城
留
守
李
冕
膺
は
「
今
回
の
（
嘉
慶
帝
即
位
を
伝
え
る
）
勅
使
の

接
待
に
は
天
銀
を
純
用
す
る
事
が
備
辺
司
か
ら
広
く
布
告
さ
れ
た
。
臣
の
府
で
も
天
銀
を
貿
置
し
て
い
る
が
、
丁
銀

を
使
用
せ
ず
天
銀
を
純
用
す
る
と
、
両
者
の
得
失
は
遙
か
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
丁
銀
は
八
成
に
過
ぎ
な
い
が
印
鋳

さ
れ
て
い
る
故
、
贈
給
の
際
一
度
も
受
領
を
辞
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
天
銀
は
あ
る
い
は
八
成
を
超
え
て
い
る
と

い
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
受
領
を
忌
避
さ
れ
、
必
ず
割
増
給
付
を
求
め
ら
れ
る
。
故
に
臣
の
府
で
は
以
前
は
丁
銀
を
純

用
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
上
啓
し
た
。
丁
銀
よ
り
品
位
の
高
い
天
銀
が
プ
レ
ミ
ア
ム
を
付
け
な
い
と
受
領
さ
れ
な

い
こ
と
、
丁
銀
の
信
用
が
高
い
理
由
は
極
印
が
打
た
れ
て
い
る
鋳
貨
だ
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
史
料
か
ら
も
裏
付

け
ら
れ
る
が
、
彼
は
更
に
「
京
外
に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
丁
銀
を
皆
無
用
の
物
と
為
す
べ
し
。
丁
銀
を
使
用
し
尽
く
し

た
後
、
始
め
て
天
銀
を
使
用
す
る
の
が
、
事
理
と
し
て
当
然
で
あ
る
」
と
述
べ
、
国
庫
か
ら
丁
銀
を
払
拭
せ
ず
、
丁

銀
・
天
銀
併
用
財
政
を
維
持
し
た
ま
ま
天
銀
を
贈
給
し
て
も
、
勅
使
に
足
下
を
見
ら
れ
て
損
を
す
る
に
過
ぎ
な
い
と

批
判
し
て
い
る
）
（（
（　

。
だ
が
、
純
祖
一
六
年
（
一
八
一
六
）
戸
曹
が
備
蓄
銀
一
二
万
両
を
捻
出
さ
せ
銅
銭
の
鋳
造
を
企

図
し
た
際
、
兵
曹
に
は
天
銀
二
万
両
と
丁
銀
一
万
五
千
両
を
、
御
営
庁
に
は
天
銀
と
丁
銀
各
々
五
千
両
を
割
り
付
け

て
い
る
よ
う
に
）
（（
（　

、
一
部
の
衙
門
や
軍
営
で
は
輸
入
が
杜
絶
し
て
六
〇
年
以
上
経
過
し
た
丁
銀
が
依
然
と
し
て
保
管

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
世
紀
後
半
を
通
し
て
朝
鮮
政
府
は
新
た
な
銀
鉱
開
発
に
は
乗
り
出
さ
ず
、
紋
緞
禁
止
令
や
柵
門
後
市
の
一
時

停
止
な
ど
通
し
て
銀
流
出
を
防
遏
す
る
以
外
に
手
を
打
た
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
に
な
る
と
朝
鮮
か
ら
中

国
へ
紅
蔘
が
輸
出
さ
れ
、
対
価
と
し
て
中
国
銀
が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
朝
鮮
は
そ
の
銀
を
日
本
へ
輸
出

し
、
常
平
通
宝
の
原
料
と
な
る
銅
を
輸
入
し
た
。
こ
う
し
て
一
方
的
な
銀
流
出
に
は
歯
止
め
が
掛
け
ら
れ
た
が
、
か
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と
い
っ
て
銀
や
銭
に
よ
る
幣
制
統
一
が
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
純
祖
三
二
年
（
一
八
三
二
）
に
は
領
議
政
南

公
轍
が
銀
銭
併
用
論
を
提
起
し
、
備
辺
司
で
論
議
さ
れ
た
が
、
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
）
（（
（　

。
そ
の
後
も
銭
の
鋳
造
に
伴

い
国
庫
や
市
場
の
銀
は
減
少
し
続
け
、
高
宗
一
九
年
（
一
八
八
二
）
に
中
国
銀
を
用
い
て
大
東
銀
銭
が
鋳
造
さ
れ
る

ま
で
、
朝
鮮
は
銀
貨
を
政
府
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

日
本
か
ら
朝
鮮
へ
の
銀
輸
出
は
一
七
世
紀
初
に
始
ま
り
、
一
八
世
紀
中
盤
に
杜
絶
し
た
。
倭
銀
の
大
部
分
は
使
行

貿
易
を
通
し
て
中
国
へ
輸
出
さ
れ
た
り
兵
餉
と
し
て
各
衙
門
・
軍
営
に
備
蓄
さ
れ
た
り
し
た
が
、
漢
城
市
場
で
は
丁

銀
と
総
称
さ
れ
る
品
位
八
〇
％
の
倭
銀
が
通
貨
と
し
て
流
通
し
た
。
朝
鮮
政
府
が
品
位
六
三
％
と
見
な
し
た
元
禄
銀

や
品
位
九
六
％
と
措
定
し
た
礦
銀
は
市
場
で
は
通
用
不
能
な
「
死
貨
」
と
評
価
さ
れ
、
専
ら
備
蓄
に
振
り
向
け
ら
れ

た
が
、
倭
銀
の
輸
入
量
が
減
少
す
る
に
伴
い
、
政
府
は
備
蓄
さ
れ
た
元
銀
を
、
元
銀
払
底
後
は
礦
銀
を
輸
出
に
振
り

向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
漢
城
市
場
が
丁
銀
を
選
好
し
た
の
は
貨
幣
と
し
て
最
も
優
れ
て
い
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
相

当
量
が
出
回
り
、
極
印
が
打
刻
さ
れ
て
い
た
た
め
、
真
偽
の
弁
別
が
容
易
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
礦
銀
は
鋳

造
過
程
で
人
為
的
な
品
位
低
下
が
行
わ
れ
、
中
国
商
人
の
よ
う
に
品
位
鑑
定
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
朝
鮮
商

人
は
容
易
に
騙
さ
れ
る
た
め
、
国
内
で
は
忌
避
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
朝
鮮
で
の
銀
流
通
は
漢
城
に
と
ど
ま
り
、
流
通
総
量
も
多
く
は
な
か
っ
た
。
一
八
世
紀
に
は
銅
銭
が
よ

う
や
く
出
回
り
始
め
た
が
、
綿
布
や
米
な
ど
の
現
物
貨
幣
も
根
強
く
生
き
残
っ
て
い
た
。
国
内
市
場
に
つ
い
て
言
え
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ば
、
宮
嶋
の
指
摘
の
通
り
、
銀
が
活
躍
す
る
場
面
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
政
府
が
銀

の
品
位
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
使
行
貿
易
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
銀
は
日
本
か
ら
中
国
へ

自
然
に
移
動
す
る
も
の
で
は
な
く
、
中
間
に
朝
鮮
政
府
や
朝
鮮
商
人
が
介
在
し
、
貨
幣
と
し
て
互
い
に
授
受
伝
達
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
始
め
て
流
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

一
九
世
紀
に
な
る
と
朝
鮮
は
中
国
産
品
に
対
す
る
支
払
い
手
段
を
銀
か
ら
紅
蔘
に
換
え
た
。
日
本
も
ま
た
朝
鮮
か

ら
の
生
糸
や
人
蔘
の
輸
入
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
八
世
紀
ま
で
の
中
継
貿
易
体
制
は
大
き
く
変
化

し
、
そ
の
余
波
は
貨
幣
政
策
に
も
及
ん
だ
。
国
内
市
場
の
成
長
に
よ
っ
て
銭
流
通
が
増
加
す
る
一
方
、
中
国
へ
の
銀

輸
出
減
少
に
伴
い
一
九
世
紀
半
ば
に
は
国
内
で
の
銀
使
用
自
体
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

本
誌
別
稿
「
朝
鮮
後
期
の
銀
財
政
」
で
詳
述
す
る
。

註（
１
）	　

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
〇
一
〇
年
。

（
２
）	　

韓
明
基
「
一
七
世
紀
初　

銀
의　

流
通
과　

그　

影
響
」『
奎
章
閣
』
一
五
、一
九
九
二
年
。

（
３
）	　

田
谷
博
吉
『
近
世
銀
座
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
、
第
四
章
、
田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
創

文
社
、
一
九
八
一
年
、
第
一
一
章
。

（
４
）	　

宮
下
忠
雄
『
中
国
幣
制
の
特
殊
研
究
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
五
二
年
、
一
一
〇
―
一
一
三
頁
。
こ
の
他
に
も
「
低
潮
銀
」

と
呼
ば
れ
る
低
品
位
の
銀
が
地
方
通
貨
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。

（
５
）	　

岸
本
美
緒
・
宮
嶋
博
史
『
明
清
と
李
朝
の
時
代
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
、
二
八
九
―
二
九
〇
頁
。

（
６
）	　

『
朝
鮮
宣
祖
実
録
』
巻
一
二
七
、
宣
祖
三
三
年
七
月
乙
巳
。
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（
７
）	　

『
光
海
君
日
記
（
中
草
文
）』
巻
一
六
、
光
海
君
元
年
五
月
甲
午
。

（
８
）	　

同
右
、
巻
一
一
一
、
光
海
君
九
年
正
月
戊
寅
。

（
９
）	　

『
光
海
君
日
記
（
正
草
文
）』
巻
一
三
九
、
光
海
君
一
一
年
四
月
乙
卯
、
同
右
、
巻
一
四
三
、
光
海
君
一
一
年
八
月
甲
戌
。

（
10
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
五
冊
、
仁
祖
一
六
年
一
〇
月
二
七
日
。

（
11
）	　

畑
地
正
憲
「
清
朝
と
李
氏
朝
鮮
と
の
朝
貢
貿
易
に
つ
い
て
―
―
特
に
鄭
商
の
盛
衰
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」『
東
洋
学
報
』
六
二
巻

三
・
四
号
、
一
九
八
一
年
、
七
九
頁
。

（
12
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
二
三
冊
、
顕
宗
四
年
三
月
八
日
。

（
13
）	　

『
朝
鮮
顕
宗
改
修
実
録
』
巻
一
二
、
顕
宗
五
年
一
一
月
庚
寅
。

（
14
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
二
五
冊
、
顕
宗
六
年
一
〇
月
一
七
日
。

（
15
）	　

『
朝
鮮
顕
宗
実
録
』
巻
二
一
、
顕
宗
一
四
年
七
月
丁
亥
。

（
16
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
四
冊
、
粛
宗
四
年
正
月
二
四
日
、『
朝
鮮
粛
宗
実
録
』
巻
七
、
粛
宗
四
年
正
月
乙
未
。
但
し
実
録
の
記
事

に
は
精
抄
庁
の
名
は
無
い
。

（
17
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
四
冊
、
粛
宗
四
年
閏
三
月
二
四
日
。

（
18
）	　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
二
月
三
日
。

（
19
）	　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
二
月
一
九
日
。

（
20
）	　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
三
月
二
七
日
。

（
21
）	　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
四
月
九
日
。

（
22
）	　

同
右
、
第
三
五
冊
、
粛
宗
五
年
五
月
一
三
日
。

（
23
）	　

『
朝
鮮
粛
宗
実
録
』
巻
八
、
粛
宗
五
年
九
月
癸
丑
。

（
24
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
三
六
冊
、
粛
宗
八
年
三
月
二
八
日
。

（
25
）	　

『
秋
官
志
』
巻
八
、
考
律
、
続
条
五
、
銀
銅
、
造
銀
。
同
書
は
起
案
者
を
領
議
政
閔
煕
と
す
る
が
、
こ
の
頃
彼
は
既
に
他
界
し
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て
い
る
の
で
、
右
議
政
閔
黯
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

（
26
）	　

『
朝
鮮
粛
宗
実
録
』
巻
三
二
、
粛
宗
二
四
年
九
月
戊
戌

右
議
政
李
世
白
上
箚
言
。
書
契
多
是
游
辞
。
終
不
肯
挙
一
劣
字
。
只
令
勘
定
所
代
送
標
信
者
。
猶
有
余
意
。
尤
極
狡
詐
。
此
事

若
只
係
商
賈
輩
互
市
。
則
謂
之
事
渉
微
細
可
也
。
而
既
為
一
国
通
行
之
貨
。
将
有
他
日
無
窮
之
害
。
不
可
諉
以
微
細
而
容
易
処

分
。
請
以
計
其
劣
数
。
永
久
行
用
之
意
。
改
其
書
契
。
以
観
情
偽
。
蓋
倭
人
請
減
八
星
為
六
星
。
計
劣
二
分
。
以
準
八
星
之
数
。

至
是
無
計
劣
之
事
。
故
箚
語
如
此
。
大
司
諫
金
構
上
疏
又
論
之
。
上
令
廟
堂
稟
処
。
領
議
政
柳
尚
運
・
左
議
政
尹
趾
善
。
聯
名

上
箚
言
。
文
書
已
発
。
時
日
差
久
。
無
端
還
寝
。
有
損
国
体
。
今
計
惟
有
将
臣
等
妄
率
之
罪
。
亟
先
勘
断
。
上
答
以
後
日
商
確
。

（
27
）	　

前
註
（
３
）
田
代
、
三
〇
二
―
三
〇
三
頁
。
出
典
は
宗
家
文
書
『
両
国
往
来
書
謄
』
お
よ
び
『
元
字
標
銀
記
録
』。

（
28
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
五
〇
冊
、
粛
宗
二
五
年
五
月
一
七
日
。

（
29
）	　

同
右
、
第
五
〇
冊
、
粛
宗
二
五
年
五
月
二
二
日
。

（
30
）	　

同
右
、
第
六
九
冊
、
粛
宗
四
二
年
一
〇
月
二
一
日

今
十
月
二
十
日
。
薬
房
入
診
入
侍
時
。
都
提
調
金
所
啓
。
近
来
銀
貨
。
名
色
甚
多
。
行
用
之
際
。
其
弊
滋
甚
。
既
有
旧
丁
。
中

間
又
有
六
星
・
八
星
。
近
又
有
新
丁
。
今
則
定
以
新
丁
通
用
。
則
元
銀
便
為
死
貨
。
各
衙
門
所
儲
亦
多
。
而
実
無
用
処
矣
。
諸

議
以
為
。
元
銀
我
国
則
謂
為
無
用
之
物
。
而
燕
市
則
亦
能
用
之
。
使
行
時
八
包
外
。
以
元
銀
加
数
入
送
。
換
用
丁
銀
似
好
云
。

（
31
）	　

同
右
、
第
五
八
冊
、
粛
宗
三
三
年
九
月
二
二
日
。『
承
政
院
日
記
』
第
四
三
七
冊
、
粛
宗
三
三
年
九
月
二
〇
日
。

（
32
）	　

『
続
大
典
』
巻
二
、
戸
典
、
国
幣
に
「
七
成
為
丁
銀
。
十
成
為
天
銀
」
と
あ
り
、『
万
機
要
覧
』
財
用
編
四
、
金
銀
銅
鉛
に
「
丁

銀
。
是
七
成
。
即
倭
銀
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
誤
認
識
は
後
世
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）	　

前
註
（
３
）
田
代
、
三
二
七
―
三
二
九
頁
、
三
三
八
―
三
三
九
頁
。

（
34
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
七
一
冊
、
粛
宗
四
四
年
一
〇
月
一
四
日
。

（
35
）	　

同
右
、
第
七
二
冊
、
粛
宗
四
五
年
一
一
月
二
日
。

（
36
）	　

同
右
、
第
九
三
冊
、
英
祖
九
年
三
月
一
四
日
。
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（
37
）	　

同
右
、
第
九
二
冊
、
英
祖
八
年
八
月
一
日
・
一
〇
月
一
日
。

（
38
）	　

同
右
、
第
七
七
冊
、
英
祖
元
年
四
月
一
七
日
。

（
39
）	　

同
右
、
第
七
八
冊
、
英
祖
元
年
一
一
月
五
日
。

（
40
）	　

同
右
、
第
七
九
冊
、
英
祖
二
年
正
月
二
四
日
。

（
41
）	　

同
右
、
第
八
一
冊
、
英
祖
三
年
閏
三
月
六
日
。

（
42
）	　

同
右
、
第
八
一
冊
、
英
祖
三
年
六
月
四
日
。

（
43
）	　

同
右
、
第
九
五
冊
、
英
祖
一
〇
年
六
月
二
一
日
。

（
44
）	　

『
承
政
院
日
記
』
第
八
一
四
冊
、
英
祖
一
一
年
一
二
月
一
〇
日
。

（
45
）	　

張
存
武
『
清
韓
宗
藩
貿
易
：
一
六
三
七
～
一
八
九
四
』
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
七
八
年
、
七
六
―
七
七
頁
。

（
46
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
九
九
冊
、
英
祖
一
二
年
四
月
九
日
。

（
47
）	　

同
右
、
第
一
〇
一
冊
、
英
祖
一
三
年
四
月
三
日
。

（
48
）	　

『
朝
鮮
英
祖
実
録
』
巻
五
五
、
英
祖
一
八
年
六
月
丁
巳
。

（
49
）	　

前
註
（
25
）

英
祖
三
十
九
年
。
京
人
朴
務
行
・
林
震
華
・
李
晦
根
・
河
有
福
・
朴
成
逢
等
。
相
与
符
同
。
以
天
銀
雑
以
鉛
銅
。
鋳
成
七
八
星

丁
銀
。
前
後
所
鋳
。
合
為
六
千
余
両
。
而
仮
称
倭
銀
行
用
。
本
曹
推
問
時
。
皆
自
服
判
付
内
。
凡
物
貨
操
縦
。
以
史
記
観
之
。

在
於
国
。
不
在
於
民
。
我
国
所
用
銀
。
不
過
礦
銀
。
而
所
謂
七
星
・
八
星
。
即
倭
銀
。
此
輩
敢
生
貪
利
之
計
。
犯
此
三
百
年
所

無
之
事
。
此
銀
若
流
入
鴨
江
之
北
。
則
其
辱
国
不
勝
言
哉
。
決
非
昨
年
所
為
造
用
。
決
不
止
六
千
余
両
。
施
威
厳
問
。
更
招
判

付
内
。
今
則
更
無
可
問
之
端
。
既
有
律
文
。
此
等
之
類
。
其
若
参
酌
此
国
無
律
也
。
首
謀
物
主
朴
務
行
。
造
人
林
震
華
。
銀
廛

人
李
晦
根
。
造
銀
匠
河
有
福
・
朴
成
逢
五
漢
。
即
為
決
案
捧
招
後
。
聚
諸
市
民
於
正
法
処
。
依
律
正
法
。

（
50
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
一
八
一
冊
、
正
祖
一
七
年
正
月
三
日

江
界
府
使
権

所
啓
。
…
…
又
所
啓
。
江
界
内
奴
貢
。
例
以
丁
銀
納
上
。
而
近
年
以
来
。
丁
銀
至
貴
。
艱
辛
求
貿
価
銭
。
至
為
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三
両
五
六
銭
之
多
。
天
銀
則
自
江
州
所
産
。
而
価
銭
為
二
両
五
銭
。
品
則
絶
勝
。
令
若
許
以
天
銀
土
産
上
納
。
則
在
窮
残
内
奴

受
恵
。
誠
莫
大
矣
。
似
有
通
変
之
道
。
故
敢
此
仰
達
矣
。
上
曰
。
以
為
之
。

更
に
こ
の
史
料
か
ら
は
当
時
の
江
界
府
で
は
奴
婢
の
身
貢
が
銀
納
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。

（
51
）	　

同
右
、
第
一
三
五
冊
、
英
祖
三
四
年
一
一
月
二
九
日
。

（
52
）	　

も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
発
行
元
の
徳
川
幕
府
に
信
頼
を
置
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、
丁
銀
そ
れ
自
体
の
持
つ
品
位
の
安
定
性
に
信
頼

を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
一
九
世
紀
中
国
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
ド
ル
や
メ
キ
シ
コ
ド
ル
の
果
た
し
た
役
割

と
似
て
い
る
。

（
53
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
一
六
七
冊
、
正
祖
八
年
一
〇
月
一
八
日
。

（
54
）	　

同
右
、
第
一
八
二
冊
、
正
祖
二
〇
年
正
月
一
六
日

今
正
月
十
五
日
。
…
…
開
城
留
守
李
冕
膺
所
啓
。
今
番
勅
行
純
用
天
銀
事
。
自
備
局
有
所
行
会
者
矣
。
臣
府
亦
已
貿
置
天
銀
。

而
第
不
用
丁
銀
。
純
用
天
銀
。
得
失
迥
異
。
蓋
丁
銀
極
不
過
八
成
。
以
其
印
鋳
之
故
。
贈
給
之
際
。
無
一
辞
順
受
。
天
銀
則
雖

或
過
八
成
。
多
般
点
退
。
必
欲
準
捧
加
計
。
故
臣
府
之
自
前
純
用
丁
銀
者
。
亦
以
此
也
。
今
番
天
銀
之
貿
置
者
。
其
品
則
皆
勝

丁
銀
。
而
以
此
贈
給
。
則
将
不
免
点
退
加
計
之
患
。
雖
不
点
退
加
計
。
比
諸
給
以
丁
銀
。
所
失
既
多
。
況
有
点
退
之
慮
乎
。
且

一
番
贈
給
。
純
用
天
銀
。
則
後
雖
欲
更
用
天
銀
。
万
無
受
去
之
理
。
若
爾
則
京
外
所
儲
丁
銀
。
皆
作
無
用
之
物
矣
。
用
尽
丁
銀

而
後
。
始
用
天
銀
。
事
理
当
然
。
今
若
以
貿
置
之
天
銀
。
純
用
於
贈
給
者
。
亦
甚
無
義
。
以
楚
得
楚
失
之
意
。
計
数
換
用
於
兵

曹
所
儲
天
銀
。
恐
合
事
宜
。
敢
此
仰
達
矣
。

（
55
）	　

同
右
、
第
二
〇
五
冊
、
純
祖
一
六
年
一
〇
月
一
一
日
。

（
56
）	　

『
朝
鮮
純
祖
実
録
』
巻
三
二
、
純
祖
三
二
年
一
〇
月
壬
子
。




