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は
じ
め
に

　

従
来
の
朝
鮮
後
期
貨
幣
史
研
究
に
お
い
て
は
銅
銭
で
あ
る
常
平
通
宝
の
経
済
的
・
財
政
的
意
義
に
関
心
が
集
中

し
、
銀
に
つ
い
て
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
常
平
通
宝
が
政
府
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た

国
幣
で
あ
る
の
に
対
し（
１
）

　

、
丁
銀
に
代
表
さ
れ
る
銀
貨
は
日
本
か
ら
輸
入
さ
れ
た
外
国
通
貨
で
あ
る
こ
と
、
第
二

に
、
常
平
通
宝
は
穀
物
や
綿
布
な
ど
の
現
物
貨
幣
を
駆
逐
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
市
場
で
比
較
的
広
範
囲
に

流
通
し
た
の
に
対
し
、
銀
貨
は
主
に
日
本
か
ら
流
入
し
中
国
へ
と
流
出
す
る
だ
け
で
あ
り
、
国
内
で
の
循
環
は
漢
城

を
除
き
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
拠
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
財
政
面
で
は
、
政
府
が
市
場
に

頒
布
す
る
の
は
銭
で
あ
り
、
銀
は
使
行
貿
易
に
際
し
て
使
臣
や
訳
官
に
貸
与
し
、
東
萊
貿
易
で
発
生
し
た
利
潤
を
回

収
だ
け
の
脇
役
的
存
在
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

た
だ
交
換
手
段
が
現
物
か
ら
銅
銭
を
経
て
銀
へ
と
発
展
し
た
華
中
南
や
西
日
本
と
は
異
な
り
、
朝
鮮
で
は
現
物
貨

幣
が
支
配
的
で
あ
っ
た
一
六
世
紀
末
に
壬
辰
倭
乱
が
発
生
し
、
明
朝
が
朝
鮮
派
遣
軍
の
兵
餉
や
軍
需
物
資
を
全
て
銀

で
調
達
し
た
た
め
、
突
如
と
し
て
遼
東
や
朝
鮮
国
内
に
中
国
銀
の
流
通
が
広
ま
っ
た
。
韓
明
基
に
よ
る
と
「
宣
祖
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三
一
年
（
一
五
九
八
）
頃
に
な
る
と
銀
で
物
資
を
調
達
し
取
引
す
る
こ
と
が
民
間
の
習
俗
と
し
て
定
着
し
、
酒
や
燃

料
を
売
る
商
人
は
買
い
手
に
対
し
て
ま
ず
銀
を
所
持
し
て
い
る
か
否
か
を
尋
ね
る
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
銀
の
流
通
は
と

て
も
盛
ん
に
な
っ
た
」
よ
う
で
あ
る（
２
）

　

。

　

倭
乱
終
息
後
、
明
朝
は
勅
使
を
通
し
て
出
兵
費
用
を
回
収
し
よ
う
と
し
、
朝
鮮
は
再
造
の
恩
に
感
謝
し
な
が
ら

も
、
財
政
難
の
中
で
銀
の
確
保
に
苦
し
ん
だ
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
倭
乱
を
契
機
と
し
て
朝
鮮
国
内
で
ま
ず
銀
流
通

が
定
着
し
、
そ
の
後
に
常
平
通
宝
の
鋳
造
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
で
は
銀
の
流
通
は
銭
よ
り
早
か
っ
た
。
し
か
し
朝
鮮
政
府
は
銀
や
銭
と
い
っ
た
金
属
貨
幣
を
税

制
に
組
み
込
む
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
の
税
制
は
田
税
・
賦
役
・
貢
納
い
ず
れ
も
現
物
納
を
原
則
と
し

て
お
り
、
軍
役
の
布
納
化
や
大
同
法
の
施
行
な
ど
、
収
取
制
度
に
お
け
る
一
定
の
合
理
化
は
な
さ
れ
た
が
、
一
条
鞭

法
か
ら
地
丁
銀
へ
と
発
展
し
た
明
末
清
初
の
中
国
の
如
き
各
種
税
体
系
の
一
元
化
や
貨
幣
納
化
は
実
施
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
時
期
の
朝
鮮
財
政
史
研
究
を
総
括
し
た
須
川
英
徳
は
「
収
取
体
制
の
変
化
と
し
て
、
賦
役
の
布
納
化
の
進

行
や
均
役
法
の
実
施
、
大
同
法
に
よ
る
現
物
貢
納
の
地
税
化
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
財
政

制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
散
性
と
さ
ま
ざ
ま
な
物
品
の
収
取
と
分
配
と
い
う
複
雑
さ
の
た
め
に
、
一
元
的
な
数
量

的
把
握
は
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（
３
）

　

。

　

須
川
は
ま
た
貨
幣
史
研
究
に
つ
い
て
も
「
八
〇
年
代
以
降
に
は
そ
れ
以
前
に
行
わ
れ
た
事
実
関
係
の
年
代
的
整
理

の
域
を
超
え
る
研
究
は
あ
ま
り
出
て
い
な
い
」
と
し
た
上
で
、「
貨
幣
史
研
究
の
不
振
は
史
料
不
足
と
い
う
よ
り
は
、

物
品
貨
幣
が
長
く
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
経
済
的
後
進
性
か
ら
で
は
な
く
朝
鮮
社
会
の
特
性
に
基
づ
い
て
理
論
的

に
十
分
に
説
明
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
貨
幣
の
機
能
を
市
場
に
お
け
る
流
通
手
段
と
の
み
捉

え
、
金
属
貨
幣
が
物
品
貨
幣
よ
り
も
進
ん
だ
存
在
で
あ
る
と
す
る
思
い
込
み
を
い
っ
た
ん
棚
上
げ
し
、
国
家
に
よ
る
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再
分
配
を
第
一
義
と
し
て
市
場
に
よ
る
微
調
整
を
あ
る
程
度
許
容
す
る
と
い
う
朝
鮮
王
朝
の
基
本
的
な
経
済
構
想
に

立
っ
て
朝
鮮
に
お
け
る
貨
幣
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る（
４
）

　

。
金
属
貨
幣
の
優
位
性
に

つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
朝
鮮
政
府
が
貨
幣
制
度
を
通
し
て
社
会
的
再
分
配
（
例
え
ば
両
班
や
市
廛
商
人
の
財
富
を
奴

婢
や
貧
農
に
分
か
つ
よ
う
な
政
策
）
を
行
っ
て
い
た
と
も
受
け
取
れ
る
こ
の
主
張
は
首
肯
し
難
い
。
須
川
は
恐
ら
く

分
散
・
独
立
し
た
各
衙
門
・
軍
営
間
に
お
け
る
資
産
の
再
分
配
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
の
経
済

的
後
進
性
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
須
川
の
誠
意
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
主
張
は
朝
鮮
社
会
の
特
性
や
朝
鮮
王
朝
の

経
済
構
想
と
い
っ
た
抽
象
的
議
論
の
域
を
出
て
は
い
な
い
。
経
済
史
を
論
ず
る
に
は
も
っ
と
具
体
的
な
財
政
論
・
貨

幣
論
が
必
要
で
あ
る
。

　

実
は
現
物
主
義
を
基
調
と
す
る
朝
鮮
財
政
の
中
で
例
外
的
に
金
属
貨
幣
の
役
割
が
高
い
部
門
が
あ
る
。
そ
れ
は
衙

門
・
軍
営
に
お
け
る
備
蓄
で
あ
る
。
私
は
前
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
）
で
、
常
平
通
宝
が
強
い
軍
事
的
性
格
を
帯
び
て
お
り
、
主

と
し
て
京
師
の
各
衙
門
・
軍
営
や
清
国
と
対
峙
す
る
平
安
監
営
・
兵
営
に
備
蓄
さ
れ
て
い
た
が
、
漢
城
の
銭
荒
す
な

わ
ち
市
場
に
お
け
る
銭
流
通
量
の
欠
乏
に
よ
り
、
西
路
・
北
辺
の
備
蓄
銭
は
次
第
に
取
り
崩
さ
れ
、
漢
城
に
南
送
さ

れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
だ
が
各
衙
門
・
軍
営
の
備
蓄
資
産
は
銅
銭
だ
け
で
は
な
く
、
銀
貨
・
綿
布
・
穀
物
な
ど
が
並

行
し
て
貯
え
ら
れ
、
不
測
の
事
態
に
対
す
る
備
え
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
兵
餉
備
蓄
の
側
面
か
ら
、
朝

鮮
政
府
が
銀
貨
に
課
し
て
い
た
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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一　

胡
乱
後
の
銀
備
蓄
と
使
行
貿
易

　

朝
鮮
は
一
六
世
紀
末
に
壬
辰
倭
乱
、
一
七
世
紀
前
期
に
丁
卯
・
丙
子
胡
乱
と
い
う
度
重
な
る
侵
略
戦
争
を
経
験
し

た
。
倭
乱
で
は
銀
を
継
続
的
に
投
入
す
る
後
方
支
援
体
制
を
備
え
た
明
軍
が
装
備
に
優
る
日
本
軍
を
後
退
さ
せ
た
も

の
の
、
そ
の
経
験
は
胡
乱
で
ほ
と
ん
ど
活
か
さ
れ
ず
、
南
漢
山
城
に
立
て
籠
も
っ
た
仁
祖
が
三
田
渡
で
ホ
ン
タ
イ
ジ

に
降
伏
す
る
こ
と
に
よ
り
決
着
し
た
。
だ
が
朝
鮮
政
府
は
清
朝
に
服
従
す
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず
、
瀋
陽
で
長
い
人

質
生
活
を
送
っ
た
孝
宗
は
即
位
後
北
伐
計
画
を
推
進
し
た
。
彼
は
厳
し
い
財
政
状
況
の
下
で
兵
員
や
軍
備
を
増
強
し

た
が
、
実
際
に
は
中
国
に
お
け
る
復
明
勢
力
の
擡
頭
や
満
洲
族
の
内
部
抗
争
な
ど
に
よ
り
清
朝
が
自
滅
す
る
機
会
を

待
っ
て
出
撃
す
る
と
い
っ
た
他
力
本
願
的
な
企
図
で
あ
り
、
単
独
で
鴨
緑
江
を
越
え
軍
を
進
め
る
国
力
は
朝
鮮
に
は

無
か
っ
た
。
む
し
ろ
清
帝
国
の
再
侵
攻
を
予
防
す
る
た
め
、
防
衛
力
の
強
化
が
図
ら
れ
た
。

　

中
国
全
土
を
支
配
下
に
収
め
、
兵
站
を
飛
躍
的
に
強
化
し
た
清
軍
を
朝
鮮
軍
が
正
面
か
ら
邀
撃
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
む
し
ろ
地
形
の
険
し
い
朝
鮮
に
と
っ
て
は
、
山
間
に
城
塞
を
築
い
て
部
隊
を
配
置
し
、
一
気
呵
成
に
南

下
す
る
敵
主
力
を
遣
り
過
ご
し
た
後
、
そ
の
背
後
を
脅
か
す
の
が
効
果
的
な
防
禦
戦
術
で
あ
る
。
国
王
は
漢
城
近
郊

の
江
華
島
や
南
漢
山
城
に
立
て
籠
も
り
、
援
軍
の
到
着
を
待
っ
て
内
外
か
ら
敵
を
挟
撃
す
れ
ば
、
補
給
路
の
伸
び
た

清
軍
は
自
ら
退
却
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
政
府
は
持
久
戦
に
備
え
て
兵
餉
備
蓄
を
強
化
し
た
。
但
し
そ
の
全
て
を

食
糧
や
綿
布
で
充
た
す
必
要
は
無
い
。
か
つ
て
明
軍
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
貨
幣
で
糧
秣
や
資
材
を
調
達
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
政
府
は
備
蓄
の
一
部
を
銀
貨
で
確
保
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
顕
宗
期
に
な
る
と
北
伐
計
画
は
中
止
さ
れ
、
国
家
に
よ
る
大
量
の
銀
貨
買
い
だ
め
に
よ
り
市
場
経
済
が

阻
害
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
顕
宗
五
年
（
一
六
六
四
）
に
は
副
提
学
李
慶
億
が
「
各
衙
門
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が
多
額
の
銀
貨
を
貯
え
て
い
る
た
め
、
市
中
の
商
業
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
」
と
訴
え
た
の
に
対
し
、
領
議
政
鄭
太
和

は
「
丙
子
胡
乱
で
国
家
財
政
が
蕩
尽
し
た
た
め
、
各
衙
門
で
は
こ
の
経
験
に
懲
り
て
軽
貨
す
な
わ
ち
保
管
や
輸
送
が

容
易
な
銀
貨
を
備
蓄
し
、
戦
争
に
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
答
え
て
い
る
。
李
慶
億
は
各
衙
門
に
よ
る
銀
買
い
を

厳
禁
せ
よ
と
要
請
し
、
顕
宗
も
こ
れ
を
認
め
た（
５
）

　

。
翌
六
年
に
は
左
議
政
洪
命
夏
が
「
各
衙
門
が
備
蓄
す
る
銀
貨
は

不
時
の
需
要
に
供
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
都
民
は
銀
貨
の
高
騰
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
、
今
後
は
政
策
の
転

換
を
図
る
べ
し
」
と
上
啓
し
、
顕
宗
も
裁
可
し
た（
６
）

　

。
こ
の
よ
う
に
対
清
戦
争
を
見
越
し
た
過
剰
な
銀
備
蓄
に
は
修

正
が
加
え
ら
れ
た
が
、
銀
が
兵
餉
の
重
要
な
一
角
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
壬
子
年
す
な

わ
ち
顕
宗
一
三
年
（
一
六
七
二
）
に
は
司
僕
寺
の
銀
三
万
両
が
江
華
府
に
移
置
さ
れ
、
不
慮
の
事
態
へ
の
備
え
に
充

て
ら
れ
て
い
る（
７
）

　

。

　

銀
備
蓄
政
策
は
粛
宗
期
に
も
堅
持
さ
れ
た
。
粛
宗
三
年
（
一
六
七
七
）
礼
曹
参
判
鄭
之
虎
は
、
都
城
の
各
軍
営
が

積
極
的
に
倉
庫
を
建
て
て
銀
貨
を
充
溢
さ
せ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
禁
止
を
請
う
て
い
る（
８
）

　

。
状
況
は
地
方
で
も
同

様
で
あ
っ
た
。
粛
宗
一
九
年
に
は
開
城
留
守
李
寿
徴
が
、
郊
外
の
大
興
山
城
に
軍
需
銀
一
万
一
千
余
両
を
備
蓄
し
て

い
る
と
報
告
し
て
い
る（
９
）

　

。
粛
宗
四
四
年
（
一
七
一
八
）
に
は
領
中
枢
府
事
李
濡
が
、
平
安
道
慈
山
郡
慈
母
山
城
の

備
蓄
銀
三
万
両
か
ら
一
万
両
を
転
用
し
、
北
漢
山
城
の
修
築
に
充
て
よ
と
願
い
出
て
、
裁
可
さ
れ
て
い
る
）
（（
（　

。
景
宗

即
位
年
（
一
七
二
〇
）
に
は
慈
母
山
城
か
ら
北
漢
山
城
へ
銀
一
万
両
を
移
置
す
る
案
に
対
し
、
前
平
安
道
観
察
使
李

沢
が
、
慈
母
山
城
は
癸
未
年
す
な
わ
ち
粛
宗
二
九
年
、
故
李
世
載
が
平
安
監
司
在
任
時
に
正
銀
一
万
両
を
備
蓄
し
、

現
在
で
は
正
銀
一
万
四
二
〇
〇
両
・
次
銀
四
五
〇
〇
両
に
達
し
て
い
る
が
、
三
万
両
も
の
備
蓄
が
あ
る
と
い
う
の
は

誤
り
で
あ
る
と
し
て
、
銀
の
割
愛
に
反
対
し
て
い
る
）
（（
（　

。
景
宗
三
年
に
は
戸
曹
判
書
李
台
佐
が
、
江
華
府
に
は
銀

五
万
両
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
）
（（
（　

。
こ
の
よ
う
に
粛
宗
・
景
宗
期
に
は
江
華
島
や
各
地
の
山
城
で
各
々
銀
数
万
両
程
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度
が
備
蓄
さ
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
銀
だ
け
で
は
大
し
た
額
と
は
言
え
な
い
が
、
銅
銭
や
綿
布
・
穀
物
な
ど
も
備

蓄
さ
れ
て
い
る
た
め
、
兵
餉
と
し
て
は
か
な
り
の
量
が
貯
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

但
し
粛
宗
期
に
な
る
と
政
府
備
蓄
銀
は
兵
餉
と
は
異
な
る
用
途
に
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
使
行
貿

易
へ
の
流
用
で
あ
る
。
粛
宗
九
年
に
は
行
大
司
憲
趙
師
錫
が
「
従
来
使
節
に
随
行
す
る
員
役
や
商
賈
が
持
参
す
る
銀

貨
は
、
多
い
場
合
は
二
〇
万
両
以
上
か
ら
一
五
万
両
前
後
、
少
な
い
場
合
に
も
一
〇
万
両
を
下
ら
ず
、
清
国
で
使
節

が
用
い
る
諸
般
の
経
費
は
こ
れ
に
頼
っ
て
き
た
。
一
方
東
萊
倭
館
の
銀
貨
は
四
万
両
あ
る
が
、
交
易
価
格
の
折
り
合

い
が
付
か
な
い
た
め
、
倭
人
は
支
払
い
を
拒
ん
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
銀
は
多
く
が
政
府
機
関
に
帰
属
し
、
私
商
が
占

め
る
割
合
は
三
分
の
二
に
過
ぎ
ず
、
実
に
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
る
。
軍
門
の
銀
貨
は
貸
し
出
し
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
た
め
、
各
衙
門
よ
り
銀
貨
二
―
三
万
両
を
融
通
す
べ
し
」
と
上
啓
し
、
粛
宗
も
備
辺
司
に
貸
し
出
し
額
の
多
寡
を

勘
案
さ
せ
た
上
で
、
各
衙
門
が
備
蓄
す
る
銀
貨
の
融
通
を
許
し
て
い
る
）
（（
（　

。
粛
宗
一
一
年
一
一
月
に
は
領
議
政
金
寿

恒
が
、
従
来
の
使
行
に
は
軍
門
の
銀
貨
を
貸
し
出
し
た
例
も
あ
り
、
今
回
の
使
行
は
清
国
の
内
情
を
探
査
す
る
た
め

特
に
銀
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
平
安
道
管
餉
銀
の
融
通
を
請
願
し
て
い
る
）
（（
（　

。
翌
一
二
年
正
月
、
右
議
政
鄭
載
嵩

は
、
平
安
道
管
餉
銀
五
―
六
千
両
を
通
事
・
訳
官
ら
に
貸
与
し
、
今
次
の
京
衙
門
貸
銀
例
に
準
じ
白
絲
貿
易
に
よ
る

利
益
で
返
済
さ
せ
る
べ
し
と
提
言
し
、
左
議
政
南
九
万
や
戸
曹
判
書
柳
尚
運
も
こ
れ
に
同
調
し
た
）
（（
（　

。
同
年
一
一

月
、
金
寿
恒
は
「
燕
行
使
の
北
京
で
の
出
費
は
逐
年
増
加
し
、
員
役
が
持
参
す
る
銀
貨
が
少
な
い
と
贈
答
銀
が
確
保

で
き
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
使
臣
が
辱
め
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
故
毎
回
の
使
行
に
際
し
て
臨
時
に
上
啓

し
、
各
軍
門
お
よ
び
管
運
餉
の
銀
貨
を
訳
官
に
貸
し
与
え
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
）
（（
（　

、
政

府
備
蓄
の
兵
餉
銀
を
燕
行
使
に
融
通
す
る
こ
と
が
こ
の
頃
既
に
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
で
も
使
行
に
対
す
る
流
用
は
、
外
交
交
渉
や
情
報
収
集
な
ど
公
的
な
目
的
に
資
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
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う
。
し
か
し
流
用
が
慣
例
化
す
る
と
、
こ
れ
に
便
乗
し
た
商
人
の
利
殖
活
動
が
誘
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
早
く

も
粛
宗
一
三
年
に
は
江
華
留
守
申
晸
が
、
随
行
の
員
役
が
江
華
府
よ
り
借
り
受
け
た
銀
七
〇
〇
〇
両
の
内
の
六
九
〇

両
を
義
州
人
梁
辺

に
又
貸
し
し
、
利
息
は
返
さ
れ
た
も
の
の
本
銀
は
未
還
の
ま
ま
で
あ
り
、
行
使
が
返
済
す
べ
き

元
利
八
四
〇
〇
両
の
内
、
ま
だ
三
五
〇
〇
両
し
か
還
納
さ
れ
て
い
な
い
と
上
啓
し
て
い
る
）
（（
（　

。
梁
辺

は
柵
門
貿
易

に
従
事
す
る
湾
商
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
申
留
守
は
貸
付
金
の
焦
げ
付
き
を
問
題
に
し
て
い
る
だ
け

で
、
湾
商
へ
の
又
貸
し
を
禁
止
せ
よ
と
は
述
べ
て
お
ら
ず
、
江
華
府
も
利
息
付
き
で
大
っ
ぴ
ら
に
公
金
を
貸
し
付
け

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
使
行
へ
の
備
蓄
銀
流
用
に
は
当
初
か
ら
官
に
よ
る
営
利
事
業
と
し
て
の
側
面
が
つ
き
ま
と
っ

て
い
た
。

　

粛
宗
二
六
年
（
一
七
〇
〇
）
に
は
平
安
道
観
察
使
趙
泰
采
が
、
平
安
監
営
の
興
販
差
人
で
あ
る
平
壌
人
桂
雲
芳
が

儲
備
銀
二
万
両
を
借
り
出
し
、
江
華
府
が
留
儲
す
る
綿
布
一
五
〇
〇
同
を
買
い
付
け
て
甲
利
で
運
用
し
て
い
た
こ
と

を
上
啓
し
て
い
る
）
（（
（　

。
甲
利
と
は
違
法
な
高
利
貸
し
の
こ
と
で
あ
り
、
銀
を
綿
布
に
換
え
て
貸
し
付
け
て
い
た
の

は
、
当
時
綿
布
が
貨
幣
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
彼
が
監
営
の
興
販
差
人
で
、
物
資

調
達
業
務
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
は
監
営
の
黙
認
の
下
で
公
金
の
運
用
を
任
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
た
だ
甲
利
で
運
用
し
た
た
め
、
京
人
と
の
訴
訟
沙
汰
に
発
展
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　

粛
宗
二
九
年
に
は
江
華
留
守
李
思
永
が
、
戊
寅
年
す
な
わ
ち
粛
宗
二
四
年
に
当
時
の
留
守
李
頤
命
が
飢
民
を
救
済

す
る
た
め
、
各
庫
の
銀
一
万
八
一
〇
〇
両
を
宣
恵
庁
に
移
送
し
、
穀
物
を
買
い
付
け
て
被
災
地
で
売
り
出
し
、
贏
余

す
な
わ
ち
収
益
を
賑
恤
経
費
に
充
て
よ
う
と
し
た
が
、
予
想
外
の
米
価
安
銀
価
高
に
遭
遇
し
て
販
売
が
で
き
な
く
な

り
、
倉
庫
に
収
納
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
上
啓
し
た
。
こ
れ
に
対
し
兵
曹
判
書
李
濡
が
、
現
在
平
安
道
で
は
飢

饉
が
深
刻
で
、
米
一
斗
の
価
格
が
銭
一
貫
に
上
昇
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
米
を
関
西
で
発
売
し
銭
に
換
え
て
収
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納
す
べ
し
と
提
言
し
た
）
（（
（　

。
李
頤
命
は
平
糶
（
飢
饉
の
際
に
政
府
の
穀
物
を
安
売
り
す
る
政
策
）
に
便
乗
し
て
江
華

府
備
蓄
銀
の
高
利
運
用
を
図
り
、
失
敗
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
胡
乱
以
後
に
備
蓄
が
始
ま
っ
た
山
城
や
都
市
軍
営
の
兵
餉
銀
は
、
粛
宗
期
に
は
使
行
貿
易
へ
の
貸
付

金
と
し
て
流
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
は
利
子
を
付
け
て
返
却
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
各
衙
門
・
軍
営
は
銭
の

場
合
と
同
様
に
保
有
資
金
の
高
利
回
り
運
用
に
奔
走
す
る
よ
う
に
な
り
、
時
と
し
て
損
失
を
生
む
こ
と
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
八
世
紀
に
入
る
と
使
行
貿
易
に
融
通
し
た
銀
の
償
還
が
慢
性
的
に
遅
延
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
早
く
も

粛
宗
二
九
年
正
月
、
開
城
留
守
金
宇
杭
は
「
先
般
の
勅
需
銀
二
七
〇
〇
―
二
八
〇
〇
両
に
加
え
、
二
月
の
中
江
開
市

に
備
え
銀
五
〇
〇
両
を
捻
出
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
本
府
の
財
政
は
逼
迫
し
て
い
る
が
、
朝
廷
は
か
か
る
情
勢
を
十
分
理

解
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
大
興
山
城
の
銀
一
〇
〇
〇
両
の
貸
用
を
許
可
し
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
銀
は
既
に

方
々
に
貸
し
出
さ
れ
て
お
り
、
に
わ
か
に
回
収
で
き
な
い
」
と
し
て
、
戸
曹
が
保
有
す
る
没
収
銀
一
万
余
両
の
内
三

―
四
千
両
を
融
通
し
て
欲
し
い
と
陳
情
し
て
い
る
。
粛
宗
の
下
問
に
対
し
戸
曹
判
書
金
昌
集
は
、
山
城
の
銀
貨
は
当

初
一
万
余
両
あ
っ
た
が
、
開
城
府
の
財
政
悪
化
後
や
む
を
得
ず
融
通
し
、
返
済
し
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
現
在
で
は

有
名
無
実
と
化
し
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
）
（（
（　

。

　

金
宇
杭
も
金
昌
集
も
大
興
山
城
の
銀
が
誰
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
の
か
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
翌
粛
宗
三
〇
年

（
一
七
〇
四
）
に
は
戸
曹
判
書
趙
泰
采
が
「
戸
曹
・
兵
曹
お
よ
び
各
軍
門
が
儲
備
す
る
銀
貨
は
、
毎
年
必
ず
使
行
に

貸
し
出
す
の
で
、
諸
経
費
や
軍
需
品
が
欠
乏
し
て
い
る
。
か
つ
訳
官
に
貸
し
出
す
銀
貨
は
帰
国
後
も
返
済
が
滞
り
、

各
衙
門
の
未
償
還
銀
は
心
慮
に
堪
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
）
（（
（　

、
こ
れ
ら
の
備
蓄
銀
は
使
行
貿
易
に
使
用
さ

れ
、
貸
付
金
の
焦
げ
付
き
が
各
衙
門
・
軍
営
の
財
政
悪
化
を
招
来
し
て
い
た
。
粛
宗
三
三
年
に
は
開
城
留
守
李
喜
茂

が
「
本
府
の
凡
百
の
責
応
は
専
ら
銀
貨
の
生
殖
に
靠よ

る
」
と
述
べ
て
お
り
）
（（
（　

、
ま
た
英
祖
二
年
（
一
七
二
六
）
に
は



山　本　　　進

─ 37 ─

留
守
金
相
元
が
「
松
都
は
前
自
り
銀
貨
を
市
民
よ
り
収
斂
す
。
本
を
存
し
て
取
殖
し
、
以
て
公
用
に
応
ず
る
者
、
其

来
既
に
久
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
）
（（
（　

、
勅
使
応
接
や
使
行
支
援
で
財
政
需
要
が
多
い
開
城
府
で
は
備
蓄
銀
の
運

用
は
必
要
不
可
欠
な
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
英
祖
三
年
に
は
平
安
道
観
察
使
尹
游
が
、
江
華
府
で
も
七
―
八
年
前

に
八
包
の
権
利
を
請
う
た
と
上
啓
し
て
い
る
よ
う
に
）
（（
（　

、
使
行
貿
易
を
通
し
た
備
蓄
銀
の
運
用
は
銀
需
要
の
低
い
地

方
に
も
波
及
し
た
。

　

衙
門
や
軍
営
が
利
殖
に
走
る
背
景
に
は
一
八
世
紀
以
降
の
倭
銀
流
入
の
減
少
、
す
な
わ
ち
対
日
貿
易
の
縮
小
が

あ
っ
た
。
田
代
和
生
に
よ
る
と
、
対
馬
藩
を
経
由
し
た
朝
鮮
へ
の
銀
輸
出
は
一
七
世
紀
末
ま
で
二
千
―
三
千
貫
目
程

度
で
あ
っ
た
が
、
元
禄
銀
改
鋳
を
契
機
に
一
千
貫
目
を
大
き
く
下
回
る
ま
で
急
落
し
、
人
蔘
代
往
古
銀
（
特
鋳
銀
）

の
輸
出
に
よ
り
一
千
貫
目
を
上
回
る
ま
で
回
復
し
た
）
（（
（　

。
倭
銀
流
入
量
が
最
も
落
ち
込
ん
で
い
た
粛
宗
三
六
年

（
一
七
一
〇
）、
行
戸
曹
判
書
李
寅
燁
は
「
か
つ
て
各
衙
門
の
銀
貨
は
使
行
貿
易
へ
の
貸
出
を
許
し
、
訳
官
は
帰
国
後

た
だ
ち
に
中
国
産
白
絲
を
倭
館
に
掛
け
売
り
し
、
東
萊
府
で
帳
簿
を
作
成
し
て
借
入
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
甲
申
年

（
一
七
〇
四
）
に
大
臣
の
上
疏
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
本
銀
は
直
ち
に
返
済
す
る
よ
う
改
定
さ
れ
た
。
白
絲

は
わ
が
国
の
物
産
で
は
な
く
、
も
し
倭
館
に
掛
け
売
り
し
な
け
れ
ば
、
他
に
転
売
す
る
方
途
は
無
い
。
と
こ
ろ
が
掛

け
売
り
し
た
後
、
支
払
い
は
数
年
後
と
な
る
の
で
、
故
に
こ
れ
を
遅
延
と
見
な
し
、
制
度
が
改
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
だ
が
本
銀
の
即
時
還
納
は
実
に
困
難
で
、
一
年
や
二
年
催
促
し
た
と
こ
ろ
で
、
期
限
通
り
返
済
さ
れ
な
い
ば
か

り
か
、
焦
げ
付
き
も
多
い
」
と
し
て
、
当
初
の
決
定
の
通
り
、
本
銀
は
白
絲
を
倭
館
に
掛
け
売
り
し
、
代
金
の
回
収

を
待
っ
て
返
済
さ
せ
る
の
が
得
策
で
あ
る
と
上
申
し
た
）
（（
（　

。

　

対
馬
藩
か
ら
東
萊
へ
の
銀
輸
送
は
八
月
・
一
〇
月
・
一
一
月
が
多
く
、
こ
れ
は
皇
暦
使
と
冬
至
使
の
出
立
に
合
わ

せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
）
（（
（　

。
し
か
し
使
行
貿
易
に
は
対
馬
藩
由
来
の
銀
だ
け
で
な
く
朝
鮮
政
府
由
来
の
銀
も
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使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
倭
銀
の
流
入
減
に
よ
り
ま
ず
打
撃
を
受
け
た
の
は
、
生
糸
を
掛
け
売
り
し
代

金
を
後
で
回
収
す
る
朝
鮮
政
府
系
の
訳
官
や
商
人
で
あ
っ
た
。
景
宗
三
年
（
一
七
二
三
）
左
議
政
崔
奎
瑞
は
「
大
抵

銀
貨
は
我
が
国
の
物
産
で
は
な
く
、
従
来
の
使
行
で
は
東
萊
倭
館
の
銀
が
多
数
も
た
ら
さ
れ
た
故
、
使
行
時
に
員
訳

輩
が
携
帯
す
る
銀
に
は
頗
る
余
裕
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
以
来
、
倭
館
の
銀
が
久
し
く
欠
乏
し
、
戸
曹
お
よ
び

各
衙
門
の
銀
貨
を
前
後
の
使
行
に
貸
し
出
す
も
の
が
甚
だ
多
い
。
し
か
し
返
納
額
は
半
数
か
ら
三
分
の
一
程
度
で
、

ひ
ど
い
場
合
は
若
干
両
を
除
き
全
く
返
還
し
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
諸
官
庁
の
銀
貨
は
皆
既
に
枯
渇
し
た
」
と
述
べ
て

お
り
）
（（
（　

、
翌
年
に
も
戸
曹
判
書
李
命
恒
が
、
商
訳
輩
の
滞
納
に
よ
り
京
外
の
銀
備
蓄
が
減
少
し
て
い
る
と
警
鐘
を
鳴

ら
し
て
い
る
）
（（
（　

。

　

と
こ
ろ
で
、
本
誌
別
稿
「
朝
鮮
後
期
の
銀
流
通
」
で
考
察
し
た
通
り
、
一
八
世
紀
初
頭
に
短
期
間
輸
入
さ
れ
た
元

禄
銀
は
朝
鮮
市
場
で
は
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
国
庫
に
貯
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
出
所
は
恐
ら
く

訳
官
の
返
済
や
東
萊
貿
易
の
利
潤
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
政
府
も
元
銀
の
保
有
を
好
ま
ず
、
訳
官
へ
の
貸
し
出
し
を
丁

銀
か
ら
元
銀
へ
と
転
換
し
た
。
だ
が
こ
れ
だ
け
で
は
備
蓄
欠
乏
の
根
本
的
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
政
府
は
国

内
銀
の
増
産
を
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　

二　

銀
備
蓄
の
減
少
と
銀
店
開
発
論

　

朝
鮮
に
は
銀
鉱
脈
が
全
く
無
い
わ
け
で
は
な
く
、
咸
鏡
道
端
川
で
は
既
に
一
六
世
紀
初
頭
に
銀
の
採
掘
を
行
っ
て

い
た
。
但
し
銀
の
採
掘
が
明
朝
に
知
ら
れ
る
と
歳
貢
を
要
求
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
の
で
、
政
府
は
原
則
的
に
端
川
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銀
鉱
を
封
禁
し
、
咸
鏡
道
の
軍
資
を
補
塡
す
る
程
度
の
採
掘
し
か
認
め
て
い
な
か
っ
た
）
（（
（　

。
と
こ
ろ
が
一
五
九
二
年

に
壬
辰
倭
乱
が
起
き
る
と
、
朝
鮮
政
府
も
翌
九
三
年
よ
り
端
川
銀
鉱
の
採
掘
を
許
可
し
）
（（
（　

、
九
四
年
に
は
端
川
採
銀

官
金
継
先
が
銀
五
〇
〇
余
両
・
鉛
六
〇
〇
斤
・
鉛
丸
二
〇
一
〇
〇
余
箇
を
生
産
し
て
い
る
）
（（
（　

。
銀
に
比
べ
て
鉛
の
割

合
が
圧
倒
的
に
高
い
が
、
こ
れ
は
銀
鉱
石
に
は
銀
よ
り
鉛
の
含
有
量
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
銀
製
錬
と
は
鉛
や
各
種

金
属
を
含
む
合
金
の
中
か
ら
、
不
純
物
を
除
去
す
る
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
故
に
銀
匠
の
手
に
依
ら
な
い
私
的
な
銀

製
錬
は
鉛
中
毒
を
惹
起
す
る
。
そ
こ
で
倭
乱
終
息
後
の
宣
祖
三
三
年
（
一
六
〇
〇
）
に
は
、
端
川
に
お
け
る
銀
の
公

採
は
継
続
す
る
も
の
の
、「
中
外
牟
利
之
徒
」
が
郡
民
を
使
役
し
て
私
採
す
る
こ
と
は
厳
禁
さ
れ
た
）
（（
（　

。
公
採
が
継

続
さ
れ
た
理
由
は
勅
使
を
通
し
た
明
朝
の
銀
要
求
に
対
応
す
る
た
め
で
あ
っ
た
）
（（
（　

。

　

端
川
銀
鉱
の
銀
採
掘
量
は
光
海
君
六
年
（
一
六
一
四
）
に
は
年
産
五
〇
〇
余
両
を
維
持
し
て
お
り
）
（（
（　

、
顕
宗
四
年

（
一
六
六
三
）
時
点
で
の
歳
貢
額
は
一
千
両
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
）
（（
（　

、
翌
五
年
に
は
咸
鏡
道
観
察
使
閔
鼎
重
が

「
近
年
以
来
、
銀
鉱
脈
は
枯
渇
し
、
こ
れ
以
上
採
掘
す
る
余
地
は
な
い
。
そ
こ
で
や
む
を
得
ず
鉛
鉱
脈
を
採
掘
し
、

鉛
塊
を
鋳
造
し
た
後
、
法
（
灰
吹
き
法
）
を
用
い
て
銀
を
鋳
出
し
て
い
る
。
一
〇
〇
斤
の
鉛
塊
か
ら
は
一
〇
両
の
銀

を
取
り
出
す
こ
と
さ
え
困
難
で
、
毎
年
の
鋳
造
量
は
一
千
両
に
満
た
な
い
」
と
状
啓
し
て
い
る
よ
う
に
）
（（
（　

、
現
場
で

は
銀
含
有
量
の
乏
し
い
鉛
を
吹
き
分
け
、
か
ろ
う
じ
て
歳
貢
銀
を
確
保
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
顕
宗
一
三
年

（
一
六
七
二
）
に
は
鉱
脈
の
枯
渇
を
理
由
に
歳
貢
は
六
〇
〇
両
に
減
額
さ
れ
、
春
秋
二
季
に
三
〇
〇
両
ず
つ
を
納
付

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
）
（（
（　

。
そ
れ
で
も
銀
採
掘
量
の
減
少
は
続
き
、
粛
宗
二
八
年
（
一
七
〇
二
）
に
は
咸
鏡
道
観
察
使

兪
得
一
の
提
言
に
よ
り
、
一
〇
年
と
い
う
期
限
付
き
で
端
川
の
歳
貢
を
五
〇
〇
両
に
減
額
し
て
い
る
）
（（
（　

。

　

別
稿
で
見
た
通
り
、
一
七
世
紀
は
倭
銀
流
入
の
最
盛
期
で
、
年
産
一
千
両
に
満
た
な
い
国
産
銀
の
重
要
性
は
相
対

的
に
低
か
っ
た
。
ま
た
朝
鮮
市
場
で
は
八
成
す
な
わ
ち
品
位
八
〇
％
の
丁
銀
が
通
行
し
、
名
目
上
十
成
の
礦
銀
（
国
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内
で
採
掘
さ
れ
た
銀
）
は
純
度
の
不
正
確
性
な
ど
の
理
由
に
よ
り
大
幅
な
割
引
を
受
け
て
い
た
。
故
に
粛
宗
期
か
ら

景
宗
期
に
か
け
て
朝
廷
は
新
た
な
銀
鉱
開
発
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
。
端
川
な
ど
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る

歳
貢
銀
も
兵
餉
備
蓄
に
回
さ
れ
、
使
行
貿
易
に
は
流
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
八
世
紀
に
入
っ
て
倭
銀
流
入

が
逓
減
し
、
世
紀
中
葉
に
杜
絶
す
る
と
、
朝
鮮
で
は
使
行
貿
易
に
用
い
る
銀
の
確
保
が
困
難
に
な
っ
た
。
訳
官
ら
は

丁
銀
貸
与
の
継
続
を
求
め
た
が
、
各
衙
門
・
軍
営
は
丁
銀
を
出
し
惜
し
み
し
、
元
銀
や
礦
銀
を
貸
し
出
す
よ
う
に

な
っ
た
。

　

し
か
し
国
内
の
銀
産
出
量
は
乏
し
く
、
輸
出
銀
の
全
て
を
礦
銀
で
賄
う
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
、
英
祖
期
に

な
る
と
銀
備
蓄
の
減
少
が
表
面
化
し
た
。
英
祖
三
年
（
一
七
二
七
）
に
は
戸
曹
判
書
黄
亀
河
が
、
訳
官
の
未
返
済
や

倭
銀
の
流
入
減
少
に
よ
り
本
曹
の
備
蓄
が
欠
乏
し
て
い
る
と
述
べ
、
咸
鏡
道
文
川
銀
店
の
歳
貢
銀
を
現
行
の
監
司
と

の
折
半
制
か
ら
景
宗
期
に
定
め
ら
れ
た
全
数
戸
曹
帰
属
制
に
戻
し
て
欲
し
い
と
願
い
出
て
い
る
）
（（
（　

。
英
祖
四
年
に
は

戸
曹
が
、
銀
備
蓄
を
増
強
す
る
た
め
、
八
道
中
唯
一
戸
曹
の
管
理
下
に
属
し
て
い
な
い
平
安
道
の
殷
山
銀
店
を
隷
下

に
収
め
た
い
と
提
議
し
、
五
年
間
の
期
限
付
き
で
移
管
を
認
め
ら
れ
て
い
る
）
（（
（　

。
し
か
し
こ
れ
ら
は
中
央
と
地
方
と

の
間
で
の
財
源
の
取
り
合
い
に
過
ぎ
ず
、
政
府
の
銀
収
入
総
量
は
不
変
で
あ
る
。

　

日
本
か
ら
の
銀
輸
入
量
が
減
り
続
け
る
限
り
、
朝
鮮
政
府
の
取
り
得
る
対
策
は
国
内
銀
山
の
増
産
と
中
国
へ
の
銀

輸
出
削
減
し
か
な
い
。
使
行
貿
易
に
よ
り
莫
大
な
利
益
を
得
て
い
る
漢
城
士
大
夫
層
や
各
衙
門
・
軍
営
に
と
っ
て
は

前
者
の
道
こ
そ
が
採
る
べ
き
選
択
肢
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
英
祖
は
こ
れ
に
反
対
し
た
。
英
祖
五
年
、
彼
は
権
万
紀

に
よ
る
咸
鏡
道
安
辺
で
の
銀
採
掘
要
請
に
対
し
て
、「
太
宗
は
数
百
万
緡
の
銭
を
得
る
よ
り
は
一
人
の
賢
才
を
得
る

方
が
よ
い
と
言
わ
れ
た
が
、（
こ
の
言
葉
は
）
見
事
に
帝
王
の
姿
を
表
現
し
て
い
る
。
お
お
よ
そ
財
政
当
局
に
よ
る

採
銀
は
、
小
民
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
が
、
実
に
弊
害
が
大
き
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
い
た
ず
ら
に
商
賈
の
懐
を
肥
や
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し
、
辺
禁
が
疎
か
に
な
る
だ
け
で
あ
る
」
と
断
じ
、
北
関
で
の
銀
店
開
発
を
停
止
す
る
よ
う
戸
曹
に
命
じ
た
）
（（
（　

。
英

祖
七
年
に
も
戸
曹
判
書
金
東
弼
が
、
咸
鏡
道
定
平
で
有
望
な
銀
鉱
脈
が
発
見
さ
れ
た
の
で
、
本
曹
が
試
み
に
銀
店
を

設
置
し
て
み
た
が
、
果
た
し
て
上
聞
の
通
り
で
あ
っ
た
と
し
て
、
土
豪
に
よ
る
無
断
採
掘
を
摘
発
し
私
採
銀
を
没
収

し
た
上
で
、
定
式
を
発
給
し
て
収
税
の
源
と
為
す
べ
し
と
唱
え
、
同
時
に
安
辺
の
銅
鉱
脈
や
銀
鉱
脈
も
極
め
て
豊
盛

で
あ
り
、
銅
店
や
銀
店
を
設
け
て
収
税
す
べ
し
と
建
議
し
た
が
、
英
祖
は
「
戸
判
の
言
は
正
し
い
が
、
宣
祖
宝
鑑

（
粛
宗
一
〇
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
宣
廟
宝
鑑
』）
に
採
銀
を
許
さ
ず
と
の
教
示
が
あ
る
」
と
し
て
、
祖
法
を
盾
に
銀
店

設
置
を
認
め
な
か
っ
た
）
（（
（　

。

　

銭
政
策
と
同
様
、
銀
政
策
に
お
い
て
も
、
英
祖
は
貨
幣
不
要
論
者
で
あ
っ
た
。
当
時
の
朝
鮮
で
貨
幣
を
運
用
し
て

利
益
を
得
て
い
た
の
は
使
行
貿
易
や
高
利
貸
し
を
営
む
漢
城
の
特
権
階
層
の
み
で
あ
り
、
銀
や
銭
は
庶
民
を
困
窮
さ

せ
社
会
不
安
を
煽
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
家
の
貨
幣
運
用
権
を
も
脅
か
す
も
の
で
あ
る
と
彼
は
認
識
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
新
規
の
銀
店
開
発
は
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
。
し
か
し
使
行
貿
易
や
勅
使
応
接
に
用
い
る
銀
は
必
要
不
可

欠
で
あ
り
、
そ
の
負
担
は
戸
曹
に
押
し
付
け
ら
れ
た
。
英
祖
八
年
（
一
七
三
二
）、
戸
曹
判
書
金
在
魯
は
、
往
年
本

曹
の
儲
銀
は
三
〇
―
四
〇
万
両
を
下
ら
ず
、
一
〇
年
前
で
も
な
お
一
五
万
両
あ
っ
た
が
、
今
は
各
種
の
銀
貨
や
銀
器

を
併
せ
て
も
三
万
両
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
、
市
廛
商
人
へ
の
支
払
い
は
従
来
銀
だ
け
で
行
っ
て
い
た
も
の
が
、
今
で

は
銭
で
代
替
給
付
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
）
（（
（　

。
翌
年
金
在
魯
は
、
平
安
道
が
儲
備
す
る
綿
布
数
百
同
を
山
間
の
産

銀
地
に
送
付
し
銀
と
交
換
す
べ
し
と
提
案
し
た
が
、
平
安
道
観
察
使
権
以
鎮
は
、
綿
布
一
匹
［
同
］
は
銀
一
両
に
過

ぎ
ず
、
到
底
戸
曹
の
需
要
を
賄
え
な
い
と
し
て
反
対
し
て
い
る
）
（（
（　

。
金
在
魯
の
主
張
は
形
を
変
え
て
裁
可
さ
れ
、
彼

は
ま
ず
戸
曹
の
綿
布
四
〇
〇
同
を
市
廛
商
人
に
販
売
し
、
関
西
か
ら
送
ら
れ
る
は
ず
の
綿
布
で
補
塡
し
よ
う
と
し
た
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も
の
の
、
権
以
鎮
は
幾
度
催
促
し
て
も
綿
布
を
上
送
し
て
こ
な
か
っ
た
）
（（
（　

。
恐
ら
く
平
安
監
営
の
木
綿
備
蓄
に
虧
欠

（
帳
簿
に
現
れ
な
い
財
政
の
穴
あ
き
）
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
英
祖
一
〇
年
、
平
安
道
観
察
使
の
状
啓
に
よ

る
と
、
平
安
監
営
の
銀
貨
は
皆
錦
緞
（
高
級
絹
織
物
）
に
換
え
て
長
期
間
備
蓄
さ
れ
て
お
り
、
無
用
の
物
と
化
し
て

い
る
の
で
、
戸
曹
が
引
き
取
り
、
発
売
し
て
銀
に
換
え
、
本
道
は
代
わ
り
に
税
米
を
軍
餉
と
し
て
備
蓄
し
た
い
と
あ

る
）
（（
（　

。
綿
布
だ
け
で
な
く
銀
も
虧
欠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
官
銀
の
返
済
に
窮
し
た
訳
官
や
商
人
が
現
物

で
弁
済
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
丁
銀
を
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
訳
官
や
随
行
商
人
ら
は
各
衙
門
・
軍
営
よ
り
礦
銀
を
借
り
出
し
て
使
行
貿

易
に
用
い
た
の
で
、
英
祖
初
年
頃
よ
り
礦
銀
の
対
清
輸
出
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
英
祖
は
奢
侈
禁

止
令
や
紋
緞
の
禁
を
頒
布
し
、
贅
沢
品
で
あ
る
絹
織
物
や
装
身
具
の
消
費
抑
制
や
民
間
向
け
高
級
絹
織
物
の
輸
入
禁

止
を
打
ち
出
し
た
。

　

そ
れ
で
も
使
行
貿
易
を
完
全
に
止
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
一
方
政
府
の
備
蓄
銀
は
元
来
兵
餉
と
し
て
儲
備

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
虧
欠
は
防
衛
力
の
弱
体
化
を
招
来
し
か
ね
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
英
祖
や
廷
臣
ら
は

頑
な
に
銀
店
開
発
を
拒
ん
だ
。
英
祖
一
六
年
に
は
右
議
政
兪
拓
基
が
、
土
砂
流
出
に
よ
る
河
川
の
淤
浅
と
四
方
か
ら

の
遊
民
無
頼
の
集
結
を
危
惧
し
て
銀
店
の
新
設
禁
止
を
上
啓
し
、
裁
可
さ
れ
た
）
（（
（　

。
こ
れ
に
対
し
翌
年
戸
曹
は
、
江

原
道
淮
陽
・
金
谷
の
旧
設
銀
鉛
店
の
再
開
発
を
願
い
出
て
、
認
め
ら
れ
た
）
（（
（　

。
既
存
の
銀
店
は
な
ん
と
か
禁
止
の
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
は
銀
含
有
量
が
低
い
た
め
に
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

従
っ
て
旧
店
を
再
開
し
て
も
製
錬
費
用
は
相
当
割
高
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
連
動
す
る
か
の
よ
う
に
中
国
へ

輸
出
さ
れ
る
礦
銀
の
品
位
も
低
下
し
た
。

　

英
祖
二
七
年
（
一
七
五
一
）
三
月
に
は
兵
曹
判
書
洪
啓
禧
が
平
安
道
の
進
士
金
衡
一
の
呈
状
に
基
づ
き
、
理
山
葛
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坡
洞
で
の
銀
店
開
発
を
申
請
し
た
）
（（
（　

。
し
か
し
八
月
に
な
る
と
、
吏
曹
参
判
李
宗
白
が
江
界
・
理
山
・
碧
潼
な
ど
で

の
銀
店
開
発
に
反
対
論
を
唱
え
、
礼
曹
参
判
洪
鳳
漢
も
同
調
し
た
た
め
、
英
祖
も
開
店
を
認
め
な
か
っ
た
）
（（
（　

。
銀
店

の
開
発
抑
制
政
策
は
正
祖
期
に
も
堅
持
さ
れ
た
。
正
祖
一
二
年
（
一
七
八
八
）
に
は
右
通
礼
禹
禎
圭
が
銀
店
の
解
禁

を
奏
請
し
た
が
、
備
辺
司
は
無
頼
の
結
集
を
警
戒
し
て
反
対
し
、
沙
汰
止
み
に
な
っ
た
）
（（
（　

。
正
祖
二
二
年

（
一
七
九
八
）
に
は
前
平
安
道
兵
馬
節
度
使
任
嵂
が
義
州
玉
江
鎮
で
銀
鉱
脈
が
発
見
さ
れ
た
た
め
銀
店
の
設
置
を
提

起
し
た
が
、
江
辺
は
清
国
に
隣
接
す
る
要
衝
で
あ
り
、
義
州
は
柵
門
に
近
い
た
め
外
交
問
題
が
起
き
や
す
い
と
し
て

右
議
政
李
秉
模
が
反
対
し
、
正
祖
も
こ
れ
に
従
っ
た
）
（（
（　

。

　

英
祖
や
正
祖
そ
し
て
廷
臣
ら
が
銀
店
開
発
に
反
対
す
る
根
拠
は
何
れ
も
無
頼
の
予
防
な
ど
説
得
力
に
乏
し
い
も
の

で
あ
る
。
彼
ら
の
本
音
を
知
る
手
掛
か
り
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
の
国
際
情
勢
を
勘
案
す
る
と
、
粛
宗
期
ま

で
残
っ
て
い
た
清
国
に
対
す
る
脅
威
が
現
実
味
を
失
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
大
同
法
以
降
の
朝
鮮
財
政

は
穀
物
や
綿
布
で
出
納
さ
れ
、
そ
の
一
部
は
銭
で
代
替
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
銀
は
兵
餉
と
し
て
備
蓄
さ
れ
る

に
過
ぎ
ず
、
使
行
貿
易
へ
の
融
通
を
除
い
て
常
時
収
支
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
兵
餉
自
体
も
穀
物
・
綿
布
・
銭
な

ど
と
の
混
合
で
儲
備
さ
れ
て
お
り
、
銀
の
減
少
に
よ
り
直
ち
に
国
防
体
制
が
崩
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
英
祖
中
期
よ

り
本
格
的
に
銅
銭
の
使
用
が
始
ま
り
、
各
衙
門
・
軍
営
の
丁
銀
も
あ
る
程
度
残
っ
て
い
る
状
況
下
で
は
、
敢
え
て
銀

店
を
新
規
開
発
し
、
礦
銀
の
備
蓄
を
積
み
増
す
必
要
は
無
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
戦
時
色
を
払
拭
で
き
な

か
っ
た
粛
宗
期
財
政
と
は
異
な
り
、
英
祖
・
正
祖
期
の
財
政
は
ほ
ぼ
平
時
の
状
態
に
戻
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
残
さ

れ
た
問
題
は
使
行
貿
易
の
銀
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
八
世
紀
末
か
ら
の
紅
蔘
輸
出
で
解
消
に
向
か
っ
た
。

　

一
九
世
紀
に
な
る
と
輸
入
が
杜
絶
し
て
久
し
い
丁
銀
は
市
場
か
ら
ほ
ぼ
姿
を
消
し
、
替
わ
っ
て
名
目
十
成
の
天
銀

が
銀
貨
の
規
準
と
な
っ
た
。
そ
の
来
源
は
国
内
産
の
礦
銀
で
あ
っ
た
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
中
国
産
の
所
謂
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「
馬
蹄
銀
」
も
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
純
祖
二
四
年
（
一
八
二
四
）
か
ら
純
祖
三
〇
年
に
か

け
て
、
市
廛
商
人
は
「
御
衣

（
国
王
の
衣
服
）
を
は
じ
め
宮
廷
御
用
の
高
級
絹
織
物
は
使
行
貿
易
を
通
し
て
天
銀

で
輸
入
す
る
が
、
戸
曹
は
代
価
を
丁
銀
で
支
払
う
の
で
、
毎
年
多
額
の
両
替
差
損
が
発
生
し
て
い
る
」
と
訴
え
、
損

失
補
塡
を
願
い
出
て
い
る
）
（（
（　

。
純
祖
二
五
年
に
は
、
丁
銀
一
両
に
つ
き
銭
一
両
を
追
加
支
給
す
る
措
置
が
取
ら
れ
た

が
）
（（
（　

、
そ
の
後
も
訴
え
は
継
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
充
分
な
穴
埋
め
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

戸
曹
の
買
付
価
格
は
丁
銀
で
の
支
払
い
を
前
提
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
直
ち
に
丁
銀
の

打
歩
が
消
滅
し
た
と
か
、
天
銀
に
打
歩
が
付
く
よ
う
に
な
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
ま
た
使
行
貿
易
に
用
い
ら
れ

る
銀
が
丁
銀
か
ら
天
銀
（
礦
銀
）
に
替
わ
っ
た
の
は
相
当
以
前
か
ら
の
事
象
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
時
期
に
市
廛

商
人
が
敢
え
て
両
替
差
損
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
丁
銀
と
天
銀
と
の
比
価
が
以
前
と
較
べ
相
対
的
に
丁
銀
に
不
利
な

形
に
変
動
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
戸
曹
は
丁
銀
建
て
価
格
の
変
更
に
も
天
銀
で
の
代
価
支
払
い
に
も
応

じ
な
か
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
丁
銀
の
礦
銀
に
対
す
る
優
位
性
は
低
下
し
、
戸
曹
は
良
貨

の
座
か
ら
滑
り
落
ち
た
丁
銀
を
放
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
純
祖
二
四
年
に
は
領
議
政
南
公
轍
が
、
江
華

府
の
銀
備
蓄
に
は
余
裕
が
あ
る
の
で
同
府
の
客
舎
改
築
に
天
銀
四
千
両
を
使
用
し
た
い
と
上
啓
し
て
お
り
）
（（
（　

、
備
蓄

銀
も
丁
銀
か
ら
天
銀
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

丙
子
胡
乱
の
後
、
朝
鮮
政
府
は
戸
曹
や
各
衙
門
・
軍
営
・
山
城
に
多
額
の
銀
を
備
蓄
し
、
清
の
再
侵
攻
に
対
す
る
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兵
餉
と
し
た
。
や
が
て
粛
宗
期
に
な
る
と
北
伐
も
再
侵
攻
も
現
実
性
が
薄
れ
、
政
府
備
蓄
銀
の
多
く
は
次
第
に
使
行

貿
易
に
融
通
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
一
八
世
紀
よ
り
倭
銀
の
流
入
量
が
逓
減
す
る
と
、
貸
し
出
さ
れ
た
備

蓄
銀
は
焦
げ
付
き
は
じ
め
、
備
蓄
の
虧
欠
や
減
少
が
表
面
化
し
た
。
特
に
戸
曹
の
銀
備
蓄
は
数
十
年
で
三
〇
―

四
〇
万
両
か
ら
三
万
両
へ
と
、
実
に
十
分
の
一
以
下
に
激
減
し
た
。

　

倭
銀
の
輸
入
は
一
八
世
紀
半
ば
で
杜
絶
す
る
。
こ
れ
に
替
わ
る
供
給
源
は
国
内
の
銀
店
し
か
な
い
。
し
か
し
一
六

世
紀
初
頭
か
ら
採
掘
が
行
わ
れ
て
い
た
端
川
銀
鉱
は
顕
宗
期
ま
で
に
概
ね
枯
渇
し
、
英
祖
や
正
祖
も
新
た
な
銀
店
の

開
発
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
乾
隆
の
盛
世
、
す
な
わ
ち
大
清
帝
国
の
繁
栄
と
中
朝
間
の
緊
張
緩
和

が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
対
清
貿
易
に
つ
い
て
は
一
時
的
に
支
払
い
手
段
の
欠
乏
に
逢
着
し
た
も
の
の
、
一
九

世
紀
に
入
り
朝
鮮
産
の
紅
蔘
輸
出
が
伸
び
る
と
、
持
続
的
に
銀
を
中
国
に
送
り
出
す
必
要
性
が
低
下
し
た
。
こ
う
し

て
朝
鮮
王
朝
の
銀
流
通
と
銀
財
政
は
縮
小
し
、
や
が
て
消
滅
し
た
。
哲
宗
五
年
（
一
八
五
四
）
に
は
領
議
政
金
左
根

が
事
大
交
隣
の
必
要
性
か
ら
銀
銭
並
用
論
を
提
起
し
て
い
る
が
、
彼
は
国
内
で
銀
は
死
貨
と
な
っ
て
い
る
と
認
識
し

て
お
り
、
兵
曹
判
書
徐
念
淳
も
「
士
大
夫
の
家
の
古
い
記
録
を
見
る
と
、
土
地
や
家
屋
は
全
て
銀
貨
で
売
買
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
法
は
既
に
廃
れ
、
銀
子
は
死
貨
と
な
っ
て
久
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
）
（（
（　

。
日
本
帝
国
が
朝
鮮
を
支
配

下
に
置
い
た
時
、
彼
ら
が
市
場
で
見
た
も
の
は
大
量
の
葉
銭
（
常
平
通
宝
）
と
白
銅
貨
で
し
か
な
か
っ
た
。

註（
１
）	　

『
続
大
典
』
巻
二
、
戸
典
、
国
幣
に
「
国
幣
用
銅
銭
」
と
あ
る
。

（
２
）	　

韓
明
基
「
一
七
世
紀
初　

銀
의　

流
通
과　

그　

影
響
」『
奎
章
閣
』
一
五
輯
、
一
九
九
二
年
、
一
〇
頁
。
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（
３
）	　

朝
鮮
史
研
究
会
編
『
朝
鮮
史
研
究
入
門
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
六
〇
―
一
六
一
頁
。

（
４
）	　

同
右
、
一
六
五
頁
。

（
５
）	　

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

（
６
）	　

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

（
７
）	　

同
右
、
第
七
〇
冊
、
粛
宗
四
三
年
一
一
月
五
日
。

（
８
）	　

『
朝
鮮
粛
宗
実
録
』
巻
六
、
粛
宗
三
年
五
月
甲
午
。

（
９
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
四
七
冊
、
粛
宗
一
九
年
一
二
月
二
七
日
。

（
10
）	　

同
右
、
第
七
一
冊
、
粛
宗
四
四
年
一
二
月
二
〇
日
。

（
11
）	　

同
右
、
第
七
三
冊
、
景
宗
即
位
年
八
月
六
日
。

（
12
）	　

同
右
、
第
七
四
冊
、
景
宗
三
年
正
月
七
日
。

（
13
）	　

同
右
、
第
三
七
冊
、
粛
宗
九
年
一
〇
月
一
二
日
。

（
14
）	　

同
右
、
第
三
九
冊
、
粛
宗
一
一
年
一
一
月
八
日
。

（
15
）	　

同
右
、
第
四
〇
冊
、
粛
宗
一
二
年
正
月
二
五
日
。

（
16
）	　

同
右
、
第
四
〇
冊
、
粛
宗
一
二
年
一
一
月
四
日
。

（
17
）	　

同
右
、
第
四
一
冊
、
粛
宗
一
三
年
四
月
二
三
日
。

（
18
）	　

同
右
、
第
五
一
冊
、
粛
宗
二
六
年
七
月
七
日
。

（
19
）	　

同
右
、
第
五
三
冊
、
粛
宗
二
九
年
正
月
二
三
日
。

（
20
）	　

同
右
、
第
五
三
冊
、
粛
宗
二
九
年
正
月
二
三
日
。
前
註
（
19
）
と
は
別
の
所
啓
。

（
21
）	　

同
右
、
第
五
五
冊
、
粛
宗
三
〇
年
一
〇
月
二
二
日
。

（
22
）	　

同
右
、
第
五
八
冊
、
粛
宗
三
三
年
九
月
一
二
日
。

（
23
）	　

同
右
、
第
七
九
冊
、
英
祖
二
年
六
月
一
八
日
。
こ
こ
で
言
う
市
民
と
は
松
都
商
人
の
こ
と
で
あ
る
。
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（
24
）	　

同
右
、
第
八
二
冊
、
英
祖
三
年
一
〇
月
八
日
。

（
25
）	　

田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
一
年
、
三
二
八
―
三
二
九
頁
。

（
26
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
六
〇
冊
、
粛
宗
三
六
年
四
月
一
三
日

今
四
月
十
二
日
。
備
局
堂
上
判
敦
寧
府
事
閔
鎮
厚
・
行
戸
曹
判
書
李
寅
燁
請
対
引
見
入
侍
時
。
李
寅
燁
所
啓
。
…
…
又
所
啓
。

曾
前
各
衙
門
銀
貨
。
許
貸
於
赴
燕
。
訳
官
者
回
還
後
。
即
以
白
絲
被
執
倭
館
。
自
萊
府
成
冊
。
以
為
収
捧
事
。
曾
於
甲
申
年
。

因
大
臣
陳
達
定
奪
矣
。
其
後
以
本
銀
即
為
還
捧
事
。
改
定
式
。
而
白
絲
非
我
国
所
産
。
若
不
被
執
倭
館
。
則
無
他
転
換
之
道
。

而
蓋
被
執
之
後
。
必
過
数
年
。
故
以
此
為
遅
。
有
此
改
定
式
之
事
。
然
本
銀
還
納
。
其
勢
誠
難
。
雖
拘
留
督
捧
一
年
・
二
年
。

非
但
収
捧
無
期
。
逋
欠
亦
多
。
毋
寧
依
当
初
定
奪
。
被
執
於
倭
館
。
随
其
出
来
。
而
収
捧
之
為
得
矣
。

生
糸
は
朝
鮮
商
人
が
中
国
で
買
い
付
け
る
の
み
で
、
中
国
商
人
が
朝
鮮
へ
売
り
込
み
に
来
る
こ
と
は
無
い
。
従
っ
て
生
糸
の
買
い

付
け
に
は
銀
の
前
渡
し
が
前
提
と
な
る
。
銀
の
出
資
者
が
対
馬
藩
の
場
合
、
朝
鮮
商
人
に
銀
を
前
渡
し
し
て
後
に
生
糸
の
引
き
渡

し
を
受
け
る
。
こ
れ
を
被
執
と
言
う
。
し
か
し
本
件
の
よ
う
に
朝
鮮
政
府
が
出
資
者
の
場
合
、
倭
館
へ
生
糸
を
納
入
し
た
後
、
銀

の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
銀
の
前
渡
し
だ
け
で
な
く
生
糸
の
前
渡
し
も
被
執
と
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

（
27
）	　

前
註
（
25
）
田
代
、
三
三
一
―
三
三
三
頁
。

（
28
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
七
四
冊
、
景
宗
三
年
正
月
七
日
。
前
註
（
12
）
と
同
じ
所
啓
。

（
29
）	　

同
右
、
第
七
六
冊
、
英
祖
即
位
年
一
〇
月
二
一
日
。

（
30
）	　

『
朝
鮮
中
宗
実
録
』
巻
一
八
、
中
宗
八
年
五
月
壬
午
、
同
右
、
巻
二
五
、
中
宗
一
一
年
五
月
己
酉
。

（
31
）	　

『
朝
鮮
宣
祖
実
録
』
巻
四
一
、
宣
祖
二
六
年
八
月
甲
申
。

（
32
）	　

同
右
、
巻
五
六
、
宣
祖
二
七
年
一
〇
月
甲
寅
。

（
33
）	　

同
右
、
巻
一
二
四
、
宣
祖
三
三
年
四
月
丁
酉
、
同
右
、
巻
一
二
七
、
宣
祖
三
三
年
七
月
乙
巳
。

（
34
）	　

同
右
、
巻
一
六
六
、
宣
祖
三
六
年
九
月
乙
卯
。
明
朝
の
銀
要
求
に
つ
い
て
は
、
前
註
（
２
）
韓
明
基
が
詳
し
い
。

（
35
）	　

『
光
海
君
日
記
』
巻
八
〇
、
光
海
君
六
年
七
月
辛
酉
。
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朝鮮後期の銀財政

（
36
）	　

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

（
37
）	　

『
増
補
文
献
備
考
』
巻
一
六
〇
、
財
用
七
、
金
銀
銅
。

（
38
）	　

『
朝
鮮
顕
宗
改
修
実
録
』
巻
二
六
、
顕
宗
一
三
年
七
月
丁
巳
。

（
39
）	　

『
朝
鮮
粛
宗
実
録
』
巻
三
六
、
粛
宗
二
八
年
正
月
癸
巳
。

（
40
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
八
一
冊
、
英
祖
三
年
正
月
一
〇
日
。

（
41
）	　

同
右
、
第
八
四
冊
、
英
祖
四
年
一
二
月
一
七
日
、
同
右
、
第
八
五
冊
、
英
祖
五
年
二
月
二
日
。

（
42
）	　

『
朝
鮮
英
祖
実
録
』
巻
二
二
、
英
祖
五
年
五
月
戊
申
。

（
43
）	　

『
備
辺
司
謄
録
』
第
九
〇
冊
、
英
祖
七
年
一
〇
月
一
二
日
。

（
44
）	　

同
右
、
第
九
二
冊
、
英
祖
八
年
八
月
一
日
。

（
45
）	　

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

（
46
）	　

同
右
、
第
九
四
冊
、
英
祖
九
年
一
二
月
八
日
。

（
47
）	　

同
右
、
第
九
五
冊
、
英
祖
一
〇
年
三
月
一
日
。

（
48
）	　

同
右
、
第
一
〇
六
冊
、
英
祖
一
六
年
正
月
二
一
日
。

（
49
）	　

同
右
、
第
一
〇
九
冊
、
英
祖
一
七
年
九
月
三
日
。

（
50
）	　

同
右
、
第
一
二
二
冊
、
英
祖
二
七
年
三
月
一
三
日
。

（
51
）	　

同
右
、
第
一
二
三
冊
、
英
祖
二
七
年
八
月
七
日
。

（
52
）	　

同
右
、
第
一
七
三
冊
、
正
祖
一
二
年
八
月
一
八
日
。

（
53
）	　

同
右
、
第
一
八
七
冊
、
正
祖
二
二
年
三
月
一
六
日
。

（
54
）	　

同
右
、
第
二
一
二
冊
、
純
祖
二
四
年
二
月
一
日
、
同
右
、
第
二
一
三
冊
、
純
祖
二
五
年
正
月
一
四
日
、
同
右
、
第
二
一
五
冊
、

純
祖
二
七
年
正
月
一
三
日
、
同
右
、
第
二
一
六
冊
、
純
祖
二
八
年
二
月
四
日
、
同
右
、
第
二
一
七
冊
、
純
祖
二
九
年
二
月
一
日
、

同
右
、
第
二
一
八
冊
、
純
祖
三
〇
年
正
月
一
三
日
。
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（
55
）	　

同
右
、
第
二
一
六
冊
、
純
祖
二
八
年
二
月
四
日
。
前
註
（
54
）
所
引
と
同
じ
。

（
56
）	　

同
右
、
第
二
一
二
冊
、
純
祖
二
四
年
五
月
一
五
日
。

（
57
）	　

同
右
、
第
二
四
一
冊
、
哲
宗
五
年
三
月
二
五
日
。


