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菓
適
の
宋
代
財
政
観
と
財
政
改
革
案

岡

元
　
　
司

一
、
は
じ
め
に

菓
適
は
、
南
宋
期
の
事
功
派
と
し
て
知
ら
れ
る
永
嘉
学
派
の
代
表
的

人
物
で
あ
り
、
経
済
・
財
政
に
関
す
る
文
章
を
多
く
残
し
て
い
る
。
彼

の
経
済
思
想
に
つ
い
て
は
、
中
国
に
お
い
て
、
呂
振
羽
『
中
国
政
治
思

(

1

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

2

こ

想
史
し
、
侯
外
應
主
編
r
中
国
思
想
通
史
」
　
か
ら
、
胡
寄
留
、
漆
侠
、

菓
世
昌
、
周
夢
江
、
徐
規
ら
諸
氏
、
そ
し
て
近
年
の
葉
坦
氏
に
至
る
ま

(
3
)

で
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
と
く
に
、
地
主
な
い

し
富
民
の
利
害
と
の
関
わ
り
、
「
抑
末
厚
木
」
な
ど
の
伝
統
的
思
想
へ

の
批
判
、
井
田
制
復
活
・
兼
井
抑
制
に
対
す
る
反
対
な
ど
に
つ
い
て
、

し
ば
し
ば
論
及
が
な
さ
れ
、
総
じ
て
、
宋
代
の
現
実
の
新
た
な
経
済
発

展
を
跨
ま
え
た
経
済
思
想
を
も
っ
た
人
物
と
し
て
、
葉
適
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
葉
適
像
は
、
い
わ
ば
宋
代
の
経
済
一
般
と
の
関
係
の
う
え

で
の
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
こ
れ
に
対
し
、
宋
朝
と
い
う
国
家
と
0
関

係
の
う
え
で
、
財
政
論
に
し
ぼ
っ
て
彼
の
経
済
思
想
を
扱
う
場
合
、
い

か
な
る
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
菓
適
は
、
「
理
財
と
果

敢
と
は
異
な
る
」
一
号
て
、
「
君
子
」
が
理
財
の
名
を
避
け
る
傾
向
に

あ
る
こ
と
を
批
判
し
、
財
政
に
関
し
て
、
具
体
的
か
つ
積
極
的
な
提
言

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
財
政
収
入
に
関
し
て
、
経
総
制
銭

の
半
減
、
和
買
・
折
詰
銭
の
廃
止
な
ど
、
大
胆
な
削
減
案
を
提
示
し
、

ま
た
兵
の
減
員
に
よ
る
大
幅
な
支
出
削
減
も
提
案
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
改
革
案
に
つ
い
て
周
夢
江
氏
は
、
収
入
削
減
の
冒
頭
に
あ
げ
ら
れ
た

経
総
制
銭
削
減
に
つ
い
て
、
菓
適
の
主
張
が
南
宋
の
有
識
人
士
の
賛
同

を
得
て
い
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
柔
道
が
「
冗
兵
」
問
題
に
対
し
て
、

温
州
を
例
に
と
ユ
た
「
買
田
婚
軍
」
な
ど
独
創
的
な
改
善
案
を
示
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
経
済
的
手
段
に
よ
っ
て
解
決
を
図
っ
た
も
の
と
し
て

(
5
)

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
も
う
一
方
で
、
財
政
と
い
う
国
家
運
営
の
た
め
の
政
策
論
と

し
て
、
逆
に
、
そ
の
不
完
全
さ
を
非
難
す
る
意
見
が
、
菓
適
の
後
、
さ

ほ
ど
へ
だ
た
っ
て
い
な
い
時
期
に
見
ら
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
経
総
制

銭
に
つ
い
て
の
菓
適
の
見
解
に
つ
い
て
、
元
代
の
馬
端
臨
は
、
著
書
『
文

(
6
)

献
通
考
』
　
の
中
で
そ
れ
を
引
用
し
、
月
椿
銭
に
関
す
る
超
汝
愚
の
上
奏
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と
並
べ
て
、
「
超
丞
相
の
奏
す
る
所
、
及
び
水
心
の
詔
に
応
じ
て
言
う

所
の
如
き
は
、
最
も
詳
明
な
り
」
と
し
て
、
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て

い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
続
け
て
馬
端
臨
は
、
「
然
る
に
、
其
の
弊
を
言

い
て
、
以
て
弊
を
革
む
る
所
の
方
を
思
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
亦
た
未
だ
書

生
の
論
を
免
れ
ず
」
と
述
べ
、
改
革
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
欠
く

(
7
)

も
の
で
あ
る
と
の
批
判
を
加
え
て
い
る
。

「
事
功
」
を
重
ん
じ
る
思
想
家
と
し
て
の
菓
眉
像
と
は
か
な
り
逆
転

し
た
像
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
点
に
少
し
で
も
関
わ
る
よ
う
な
指
摘
は
、

こ
れ
ま
で
の
菓
適
研
究
の
中
で
は
決
し
て
多
く
な
い
。
た
だ
し
、
近
藤

一
成
氏
は
、
「
彼
の
財
政
論
を
通
読
す
る
と
、
財
用
は
国
家
の
急
務
だ

と
言
う
割
に
建
設
的
提
案
が
少
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
」
と
述
べ
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
「
内
容
的
に
は
両
税
原
則
に
戻
れ
と
い
う
こ
と
で

(
8
)

尽
き
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
様

の
点
に
つ
い
て
は
、
胡
寄
留
・
談
敏
両
氏
も
簡
単
に
で
は
あ
る
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

か
よ
う
な
指
摘
は
、
葉
適
の
財
政
論
に
含
ま
れ
る
限
界
を
注
視
し
よ

(D)

う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
興
味
を
引
く
が
、
し
か
し
、
葉
適
の
財
政
論

の
全
体
構
成
、
あ
る
い
は
、
宋
代
財
政
史
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
、
十

分
に
踏
ま
え
た
う
え
で
の
評
価
と
は
必
ず
し
も
言
い
難
く
、
断
片
的
な

論
及
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
.
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
さ
ら
に
、
菓
適
の
財
政
論
に
対
す
る
全
体

的
な
評
価
を
与
え
る
た
め
に
、
本
稿
の
検
討
課
題
と
し
て
以
下
の
二
点

を
設
定
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
一
つ
は
、
北
宋
以
来
の
宋
代
の
財
政
に
つ
い
て
、
葉
適
自
身
が

具
体
的
に
か
な
り
詳
し
く
回
顧
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
辿
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
菓
適
が
宋
代
財
政
史
の
推
移
そ
の
も
の
を
、
い
か
な
る
流
れ

と
し
て
認
識
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
二

つ
目
と
し
て
、
そ
う
し
た
葉
適
の
認
識
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
彼
の
財

政
改
革
案
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る

か
を
検
討
し
、
さ
ら
に
、
現
実
の
宋
朝
財
政
と
い
か
な
る
関
わ
り
を
も

っ
た
か
を
分
析
し
っ
つ
、
そ
の
歴
史
的
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
検
討
を
通
じ
て
、
経
済
一
般
と
の
関
係
の
う
え
で
捉
え
た

像
と
は
ま
た
異
な
っ
た
要
素
を
も
ち
、
従
来
あ
ま
り
多
く
は
論
じ
ら
れ

な
か
っ
た
国
家
の
観
点
か
ら
、
葉
適
像
を
捉
え
直
す
試
み
の
一
つ
と
し

た
い
。

二
、
葉
適
の
宋
代
財
政
観

葉
適
は
、
『
水
心
別
集
」
巻
十
(
外
憂
)
「
実
謀
」
に
お
い
て
、
南
宋

朝
が
抱
え
る
国
家
制
度
上
の
問
題
点
を
、
「
昔
」
と
「
今
」
を
対
比
し

つ
つ
、
財
・
兵
・
法
度
・
紀
綱
の
四
つ
に
ま
と
め
て
論
じ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
、
財
に
つ
い
て
、
「
今
」
は
多
す
ぎ
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
と
し
て
、
具
体
的
に
、
茶
・
塩
・
椎
貨
二
千
四
百
万
貫
、
経
総
制

銭
一
千
五
百
万
貫
、
上
供
・
和
買
・
折
畠
一
千
余
万
貫
、
四
川
の
銭
引

三
千
三
百
余
万
貫
、
と
い
う
財
政
収
入
の
額
を
掲
げ
、
か
よ
う
な
多
さ

は
「
曇
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
宋
代
で
も
北
宋
末
期
の
宣

和
年
間
よ
り
以
前
に
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
続
け
て
、
支

出
に
つ
い
て
は
、
「
今
、
戸
部
の
経
費
を
時
計
す
る
に
千
五
百
余
万
為
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り
、
此
れ
祖
宗
盛
時
の
一
倍
の
用
な
り
、
六
千
余
万
を
以
て
四
屯
駐
の

兵
に
供
す
る
に
至
り
て
は
、
此
れ
開
閉
以
来
未
だ
有
ら
ざ
る
所
な
り
」

つ

と
し
て
、
「
故
に
、
財
、
多
き
を
以
て
累
と
為
し
、
而
し
て
鴻
く
る
に

至
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
南
宋
朝
財
政
の
収
入
・
支
出
が
と

も
に
、
有
史
以
来
最
大
規
模
に
達
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
葉
適
の
基

本
的
な
捉
え
方
で
あ
っ
た
。
以
下
、
収
入
・
支
出
だ
け
で
な
く
、
財
政

管
理
ま
で
含
め
、
北
宋
以
来
の
宋
朝
財
政
の
推
移
を
、
菓
適
が
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
た
か
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

(
3
)
　
財
政
収
入
に
関
し
て

「
水
心
別
集
」
巻
十
一
八
外
憂
)
「
財
総
論
二
」
に
よ
れ
ば
、
北
宋

初
、
太
祖
は
、
唐
末
・
五
代
の
よ
う
な
藩
鋲
の
割
拠
を
防
ぐ
た
め
に
財

用
の
権
を
回
収
し
た
が
、
太
宗
お
よ
び
真
宗
の
初
期
に
至
る
ま
で
は
、

「
用
度
首
給
し
、
而
し
て
猶
お
財
を
以
て
息
と
為
す
を
聞
か
ず
」
と
い

う
状
況
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
中
祥
符
・
天
繕
年
間
以
後
に
な
っ

て
、
内
蔵
の
蓄
え
が
か
ら
に
な
り
、
さ
ら
に
仁
宗
期
に
は
、
「
財
用
始

め
て
大
い
に
乏
し
く
、
天
下
の
論
、
擾
々
と
し
て
、
皆
な
財
を
以
て
慮

と
為
す
」
と
変
化
を
見
せ
た
。
た
だ
し
こ
の
時
は
、
「
所
謂
精
惇
阻
倫

の
吏
」
も
自
制
し
て
果
敢
に
は
走
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
財
政
は
余
裕

が
な
く
、
塩
茶
な
ど
専
売
に
関
す
る
議
論
も
興
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
る
形
で
登
場
し
た
王
安
石
の
財
政
政
策
に
つ
い

て
、
こ
の
「
財
総
論
二
」
に
、

是
を
以
て
照
寧
新
政
、
司
農
の
任
を
重
ん
じ
、
常
平
の
法
を
更
め
、

兼
井
を
排
し
、
放
散
を
専
ら
に
し
、
利
を
興
す
の
臣
、
四
出
し
て

候
望
し
、
而
し
て
市
坪
の
会
、
関
淳
の
要
、
微
か
に
小
商
・
賎
隷

の
什
百
の
獲
に
至
り
て
も
、
皆
な
以
て
之
れ
を
征
す
る
有
り
。
蓋

し
財
は
嘉
祐
・
治
平
よ
り
乏
し
き
こ
と
無
く
、
而
る
に
利
を
言
う

こ
と
黙
寧
二
冗
豊
よ
り
甚
だ
し
き
こ
と
無
く
、
其
れ
先
王
を
借
り

て
以
て
説
を
為
し
而
し
て
上
下
を
率
い
る
に
利
を
以
て
し
、
暗
然

と
し
て
大
い
に
其
の
俗
を
変
ず
。

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
利
」
を
積
極
的
に
追
求
す
る
財
政
運
営

へ
の
転
機
と
し
て
、
配
…
寧
・
元
豊
期
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
王
安
石
に

よ
る
こ
う
し
た
政
策
に
つ
い
て
は
、
「
水
心
別
集
」
巻
二
(
進
巻
)
「
財

計
上
」
で
も
、
「
田
川
牢
に
当
た
る
の
大
臣
、
周
公
の
理
財
を
慕
い
、
市

つ
く

易
の
司
を
為
り
て
以
て
商
貢
の
蒜
を
奪
い
、
天
下
に
分
か
つ
に
債
を
以

て
し
て
什
二
の
息
を
取
り
、
日
く
、
『
此
れ
周
公
泉
府
の
法
な
り
』
　
と
」

と
述
べ
、
宋
代
よ
り
王
安
石
を
批
判
す
る
場
合
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ

る
周
礼
籍
口
論
の
立
場
で
、
市
易
法
な
ど
の
も
た
ら
す
弊
害
を
論
じ
て

い
る
。こ

の
王
安
石
と
、
そ
れ
に
前
後
す
る
薛
向
・
呉
居
厚
、
そ
し
て
北
宋

末
期
の
葉
京
に
至
る
関
係
に
つ
い
て
、
「
水
心
別
集
」
巻
十
一
(
外
彙
)

「
経
総
制
銭
一
」
で
菓
適
は
、

王
安
石
よ
り
始
め
て
財
利
を
正
吉
す
。
其
の
時
、
青
首
・
免
役
の

入
る
所
、
公
上
は
用
う
る
所
無
し
。
坊
場
・
河
渡
・
免
行
・
茶
場

・
水
磨
・
碓
環
の
額
は
、
止
だ
以
て
吏
禄
に
給
す
る
の
み
。
前
に

薛
向
有
り
、
後
に
呉
居
厚
有
り
、
刻
薄
と
謂
う
べ
し
。
奈
京
、
之

を
継
ぎ
、
妙
法
を
行
い
、
銭
幣
を
改
め
、
商
旅
を
誘
放
し
、
盗
賊
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の
道
を
以
て
其
の
財
を
利
す
、
甚
だ
し
と
謂
う
べ
し
。

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
解
塩
専
売
の
発
展
に
力
を
尽
く
し
、
そ

▲
〓
)

の
後
、
均
輸
法
の
実
施
に
当
た
っ
た
薛
向
と
、
元
豊
年
間
に
京
東
・
河

へ

u

-

北
路
で
塩
・
酒
・
商
税
な
ど
課
利
の
増
収
に
実
績
を
挙
げ
た
呉
居
厚
と

が
、
王
安
石
よ
り
も
さ
ら
に
激
し
い
収
奪
を
お
こ
な
っ
た
者
と
し
て
批

判
を
浴
び
て
お
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
苛
酷
な
収
奪
の
傾
向
を
受
け
継
い

だ
の
が
、
葉
京
で
あ
っ
た
と
、
菓
適
は
認
識
し
て
い
る
。
(
外
憂
)
「
財

総
論
二
」
に
戻
る
と
、
察
京
以
後
の
北
宋
末
期
の
財
政
に
つ
い
て
、
や

は
り
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

崇
(
寧
)
・
(
大
)
観
以
来
、
菓
京
、
国
柄
を
専
ら
に
し
、
託
す
る

た
く

に
以
て
其
の
策
の
王
安
石
・
曽
布
・
呂
恵
卿
の
未
だ
工
み
な
ら
ざ

る
所
よ
り
出
だ
す
と
為
し
、
故
に
妙
法
を
変
じ
、
商
貢
を
走
ら
せ
、

窮
地
の
宝
、
以
て
上
用
を
佐
け
、
自
ら
謂
え
ら
く
、
「
其
の
蓄
蔵

五
千
万
に
至
り
、
富
は
以
て
礼
を
備
う
る
に
足
り
、
和
は
以
て
楽

を
広
む
る
に
足
り
、
百
移
並
び
て
闘
い
、
力
を
渇
し
て
相
い
奉
ず
」

と
。
不
幸
に
し
て
党
は
与
に
異
同
し
、
屡
々
復
し
屡
々
変
じ
、
而

し
て
王
櫛
、
又
た
葉
京
の
策
画
の
未
だ
及
ば
ざ
る
所
の
者
よ
り
出

.
だ
さ
ん
と
欲
す
。
加
う
る
に
以
て
方
臓
を
平
ら
ぐ
れ
ば
、
則
ち
東

南
に
加
赦
し
、
燕
山
を
取
れ
ば
、
則
ち
北
方
に
重
困
せ
し
め
、
而

し
て
西
節
す
る
こ
と
凡
そ
二
十
年
、
関
・
侠
尤
も
病
み
、
然
る
後
、

お
こ

靖
康
の
難
作
る
。

こ
れ
は
、
察
京
と
そ
れ
に
続
く
王
桁
に
よ
る
財
政
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
、
同
様
の
こ
と
は
、
「
水
心
文
集
」
巻
一
(
奏
節
)
「
上
寧
宗
皇
帝

節
子
三
」
(
開
栢
二
年
)
に
も
、
「
察
京
、
茶
塩
法
を
変
じ
、
地
宝
を
括

し
、
商
貫
を
走
ら
せ
、
得
る
所
五
千
万
、
内
は
菅
捗
を
窮
め
、
外
は
兵

さ

か

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は

じ

事
を
機
に
す
。
宜
和
の
後
、
方
膿
甫
め
て
平
ら
ぎ
、
傷
残
の
地
を
理
め

た
ち
ま

ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
七
色
始
め
て
立
つ
。
燕
雲
乍
ち
復
し
、
新
辺
の
用

を
急
か
さ
ん
と
し
、
而
し
て
免
夫
又
た
頒
隻
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
塩
茶
専
売
の
増
収
な
ど
、
葉
京
が
、
王
安
石
・
冒
布
・
呂

恵
卿
よ
り
も
な
お
巧
妙
な
手
段
を
用
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ

の
察
京
の
及
ば
な
か
っ
た
部
分
か
ら
収
奪
し
た
と
さ
れ
る
の
が
王
縮
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た　こ〈で
〓
)

方
脱
の
乱
後
の
東
南
地
域
に
お
い
て
、
七
種
類
の
税
を
増
致
し
た

と
、
ま
た
、
燕
山
の
役
の
後
に
、
人
頭
税
で
あ
る
免
夫
銭
を
散
収
し

り
眼
凸

こ
と
を
、
葉
適
は
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
南
宋
期
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
北
宋
以
来
の
流
れ
の
延
長

線
上
に
位
置
.
つ
け
て
認
識
し
て
い
る
。
(
外
憂
)
「
経
総
制
銭
こ
で
は
、

菓
京
の
収
奪
強
化
に
つ
い
て
、
「
然
る
に
(
中
略
)
其
の
患
、
経
総
制

銭
の
如
き
の
甚
だ
し
き
老
有
ら
ず
」
と
述
べ
た
う
ぇ
で
、
さ
ら
に
、

蓋
し
王
安
石
の
法
は
、
桑
弘
羊
・
劉
曇
の
這
わ
ざ
る
所
た
り
。
奈

京
の
法
も
、
又
た
王
安
石
の
這
わ
ざ
る
所
た
り
。
而
し
て
経
捻
制

の
銭
為
る
や
、
呉
居
厚
・
葉
京
と
雛
も
亦
た
之
を
為
す
を
羞
ず
。

其
の
急
迫
皇
駁
し
て
、
其
の
手
足
を
措
く
所
無
き
に
至
れ
ば
、
則

ち
紹
興
巳
来
号
し
て
名
相
と
為
す
超
(
鼎
)
・
張
(
汝
)
の
如
き

者
と
錐
も
、
皆
な
安
蔦
と
し
て
、
又
た
後
人
に
遺
す
。
而
し
て
秦

槍
は
権
伎
し
て
一
世
を
劫
脅
し
而
し
て
其
の
上
に
出
で
、
其
の
棄

余
項
屑
の
間
よ
り
取
り
て
以
て
国
命
を
為
す
に
及
ぶ
者
、
走
れ
何

ぞ
其
の
無
恥
の
是
に
至
る
な
る
か
な
。

と
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
代
の
桑
弘
羊
、
唐
代
の
劉
量
が
言
い
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及
ば
な
か
っ
た
方
法
で
増
収
を
は
か
っ
た
の
が
、
王
安
石
で
あ
り
、
そ

の
王
安
石
の
言
い
及
ば
な
か
っ
た
方
法
で
増
収
を
は
か
っ
た
の
が
幸
京

で
あ
り
、
さ
ら
に
南
宋
の
経
総
制
銭
の
ご
と
き
は
、
呉
居
厚
や
葉
京
で

さ
え
も
採
用
す
る
の
を
恥
じ
て
い
た
と
述
べ
る
。
と
く
に
秦
槍
に
至
っ

て
は
、
細
々
と
し
た
財
源
か
ら
も
増
収
を
図
り
、
こ
れ
に
対
し
稟
適
は
、

厳
し
い
批
判
の
言
葉
を
浴
び
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
南
宋
初
期
以
後
の

状
況
に
つ
い
て
は
、
(
外
憂
)
「
財
総
論
二
」
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お

り
、
黄
潜
善
、
呂
臨
浩
、
葉
夢
得
ら
が
専
売
を
通
じ
て
自
己
の
利
益
を

(
1
6
)

は
か
り
、
ま
た
、
経
総
制
銭
設
置
を
提
議
し
た
こ
と
を
述
べ
た
菓
適
は
、

さ
ら
に
、而

し
て
経
総
制
の
案
名
既
に
立
ち
、
添
酒
・
折
畠
・
月
椿
・
和
程
、

皆
な
常
賦
と
同
じ
く
、
是
に
於
い
て
、
財
の
急
、
古
え
よ
り
以
来
、

今
よ
り
甚
し
き
為
る
は
莫
く
、
而
し
て
財
の
乏
少
に
し
て
継
が
ざ

る
こ
と
も
亦
た
今
よ
り
甚
し
き
為
る
は
美
し
と
言
う
な
り
。
是
よ

り
以
後
、
辛
巳
の
役
、
甲
中
の
役
、
辺
に
一
た
び
警
有
ら
ば
、
賦

故
紙
ち
増
し
、
既
に
増
す
の
後
、
復
た
減
ず
べ
か
ら
ず
。

と
論
じ
、
紹
興
末
期
か
ら
隆
興
年
間
に
か
け
て
の
対
金
戦
争
に
よ
っ
て

収
奪
が
増
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
、
減
る
こ
と
は
な
い
と
し
て

(
け
)

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
北
宋
以
来
の
財
政
収
入
の
変
遷
に
対
す
る
葉
適
の

認
識
は
、
宋
朝
に
よ
る
収
奪
が
拡
大
し
、
強
化
さ
れ
て
く
る
過
程
と
し

て
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
そ
れ
は
王
安
石
以
後
、
段
階
的
に
進

行
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
ま
た
、
「
古
」
以
来
の
歴
史
的
流
れ
の
上
で
の
認
識
に
お
い

て
も
、
葉
適
は
、
宋
朝
財
政
の
収
奪
が
、
最
も
激
し
い
段
階
に
達
し
た

も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
『
水
心
別
集
』

巻
十
一
(
外
憂
)
「
財
総
論
二
に
よ
れ
ば
、
民
衆
か
ら
の
む
や
み
な

徴
税
が
幅
広
く
お
こ
な
わ
れ
、
役
人
た
ち
が
奔
走
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
唐
半
ば
以
降
、
宋
代
に
か
け
て
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

唐
半
ば
よ
り
前
の
財
政
は
、
財
政
規
模
が
小
さ
く
、
財
政
難
に
陥
る
こ

と
も
少
な
か
っ
た
と
、
基
本
的
に
は
認
識
さ
れ
て
い
た
。

と
同
時
に
、
唐
半
ば
以
前
に
も
、
「
今
世
」
に
は
及
ば
な
い
な
が
ら
、

秦
の
始
皇
帝
、
漢
の
武
帝
、
隋
朝
の
よ
う
に
、
収
奪
の
強
化
・
拡
大
が

図
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
葉
通
は
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く

宋
代
よ
り
も
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
「
水
心
別
集
』
巻
六
(
進
巻
)
「
管

子
」
で
、
過
去
の
理
財
家
の
採
っ
た
政
策
を
、
一
連
の
流
れ
と
し
て
整

理
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
蓋
し
王
政
の
壊

は
、
管
仲
に
始
ま
り
、
秩
・
斯
に
成
る
。
悲
し
き
か
な
」
と
述
べ
、
管

仲
か
ら
商
鉄
・
李
斯
に
至
る
富
国
強
兵
策
を
、
き
わ
め
て
批
判
的
な
眼

(
1
8
)

で
取
り
上
げ
て
い
る
。
続
け
て
、
塩
鉄
専
売
、
物
資
・
物
価
調
整
策
を

通
じ
て
財
政
収
入
の
増
大
を
図
っ
た
桑
弘
羊
に
つ
い
て
は
、
「
桑
弘
羊

の
漠
に
於
け
る
が
若
き
は
、
直
だ
果
敢
の
み
、
此
れ
則
ち
管
仲
・
商
快

の
為
す
に
忍
び
ざ
る
所
な
り
」
と
述
べ
、
管
仲
・
商
軟
の
路
線
を
さ
ら

に
推
し
広
げ
た
者
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
「
蓋
し
唐
の
衰

う
る
に
至
り
、
取
民
の
利
は
尽
く
さ
ざ
る
所
無
け
れ
ば
、
則
ち
又
た
弘

羊
の
為
す
に
忍
び
ざ
る
所
の
老
有
り
」
と
論
じ
て
、
唐
の
衰
退
に
と
も

な
っ
て
、
こ
う
し
た
方
向
の
動
き
が
一
層
強
ま
っ
た
こ
と
を
説
い
て
い

る
。
こ
の
部
分
は
、
r
習
学
記
言
序
目
し
巻
四
十
二
・
唐
書
五
・
列
伝
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・
劉
畳
の
項
を
参
照
す
れ
ば
、
葉
適
は
具
体
的
に
は
劉
曇
な
ど
唐
代
中

期
に
塩
専
売
収
入
の
増
大
に
つ
と
め
た
人
物
を
想
定
し
て
述
べ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
管
仲
か
ら
唐
代
に
い
た
る
菓
適
の
捉
え
方
を
見
て
気
付

か
さ
れ
る
の
は
、
先
に
引
用
し
た
(
外
憂
)
「
経
総
制
銭
こ
で
、
王

安
石
が
桑
弘
羊
・
劉
曇
も
言
わ
な
か
っ
た
方
法
を
用
い
、
至
只
が
王
安

石
も
言
わ
な
か
っ
た
方
法
を
用
い
、
さ
ら
に
南
宋
の
経
総
制
銭
は
、
呉

居
厚
二
祭
京
さ
え
も
が
用
い
る
の
を
恥
じ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る

の
と
同
様
の
表
現
方
法
が
、
桑
弘
羊
・
劉
曇
か
ら
、
さ
ら
に
、
管
仲
・

商
散
ら
に
ま
で
沸
ら
せ
て
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
言
う
な
ら
ば
、
春
秋
戦
国
時
代
か
ら
秦
代
に

か
け
て
の
管
仲
お
よ
び
商
秩
・
李
斯
、
漢
代
の
桑
弘
羊
、
唐
代
の
劉
妾
、

さ
ら
に
宋
代
に
入
る
と
、
王
安
石
か
ら
、
呉
居
厚
・
察
京
・
王
縮
ら
へ
、

そ
し
て
最
後
に
は
南
宋
へ
と
い
う
流
れ
で
、
有
史
以
来
、
収
奪
の
強
化

が
段
階
的
に
進
行
し
て
き
た
と
、
菓
適
が
認
識
し
て
い
た
も
の
と
捉
え

ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
検
討
を
通
し
て
、
宋
朝
の
財
政
収
入
に
つ
い
て
の
稟

適
の
基
本
的
認
識
を
整
理
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
、
最
も
根
底
に
は
、
「
古
」
と
「
今
」
と
の
対
比
が
意
識
さ
れ
て

お
り
、
「
今
」
は
、
有
史
以
来
も
っ
と
も
財
政
収
入
の
増
大
し
た
状
態

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
古
」
か
ら
「
今
」
に
至
る
過

程
に
お
い
て
、
専
売
制
、
諸
々
の
付
加
税
な
ど
、
収
奪
の
手
段
を
拡
大

・
強
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
、
次
第
に
加
わ
っ
て
き
た
と
捉
え
、
、
宋

代
の
王
安
石
以
後
、
莱
京
ら
を
経
て
南
宋
に
至
る
過
程
が
、
ま
さ
に
そ

の
延
長
線
の
果
て
に
位
置
づ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
0

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
流
れ
と
し
て
の
菓
適
の
認
識
は
、
(
外
彙
)
「
財

総
論
二
」
で
、
こ
こ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
引
用
部
分
の
内
容
を
ま
と
め

る
形
で
、

こ
こ
ろ
み

嘗
試
に
、
祖
宗
の
盛
時
に
入
る
所
の
財
を
以
て
、
漠
・
唐
の
盛
時

に
比
ぶ
れ
ば
、
一
再
倍
な
り
。
配
…
寧
二
空
且
以
後
、
随
処
の
封
椿
・

役
銭
の
寛
剰
、
青
首
の
結
息
は
、
治
平
以
前
に
比
べ
、
数
倍
な
り
。

而
し
て
菜
京
、
妙
法
を
変
じ
て
以
後
、
照
牢
に
比
べ
、
又
た
再
倍

な
り
。
王
桁
の
免
夫
は
六
千
余
万
緒
に
至
り
、
其
の
大
半
は
鈎
考

す
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
之
を
要
す
る
に
、
渡
江
し
て
今
に
至
り
、

其
の
入
る
所
の
財
駅
は
、
宣
和
に
視
べ
、
又
た
再
倍
な
り
。
走
れ

天
地
有
り
て
よ
り
、
財
用
の
多
き
こ
と
、
未
だ
今
日
の
比
に
有
ら

ざ
る
な
り
。
然
る
に
其
の
益
々
困
し
み
益
々
乏
し
く
、
皇
皇
と
し

て
営
み
衆
め
、
一
朝
も
居
る
べ
か
ら
ざ
る
所
以
は
、
其
の
故
、
安

に
か
在
ら
ん
?

と
し
て
、
財
政
収
入
が
急
速
に
増
し
て
い
く
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
と
く
に
そ
の
末
尾
に
一
文
に
注
目
す
る
と
、
そ
う
し
た
財
政
収
入

の
増
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
政
の
困
難
、
不
足
は
い
よ
い
よ
増
し
、

せ
わ
し
な
く
税
を
集
め
る
と
い
う
状
態
に
あ
る
こ
と
に
言
及
が
な
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
部
分
の
論
点
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
て
論
じ
た
の
が
、
r
水
心
別

集
」
巻
十
一
(
外
憂
)
「
経
総
制
銭
二
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
捻

制
銭
の
過
重
な
負
担
が
、
単
に
「
生
民
日
々
困
し
む
」
こ
と
だ
け
で
な

40
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く
、
財
政
自
体
の
問
題
と
し
て
、
「
国
用
日
々
乏
し
」
と
い
う
弊
害
を

も
た
ら
し
た
と
い
う
指
摘
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

何
を
「
国
用
日
々
乏
し
」
と
謂
う
や
。
今
、
歳
々
婚
銭
千
五
百
万

お
上

を
得
、
昔
の
三
代
・
漠
・
唐
も
遼
ぷ
能
わ
ず
、
国
を
裕
か
に
す
る

所
以
な
り
、
而
る
に
何
の
乏
し
き
を
之
れ
敢
え
て
言
わ
ん
や
。
陛

に
わ

下
、
夫
の
博
す
る
者
を
知
る
や
。
其
れ
駿
か
に
孤
注
を
為
す
と
、

博
を
せ
ず
し
て
其
の
扇
の
一
二
を
弓
う
者
と
は
、
皆
な
其
の
本
は

お
さ

先
ず
鴻
き
る
老
な
り
。
国
を
為
む
る
に
大
計
有
り
、
始
め
よ
り
末

に
至
る
ま
で
、
必
ず
品
節
条
章
有
り
、
豊
に
左
右
に
望
み
て
其
の

つ
ら

細
砕
不
収
の
物
を
羅
ぬ
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
且
つ
之
れ
を
均
し
く

朝
廷
の
出
納
と
為
し
、
又
た
従
い
て
其
の
頭
子
を
刻
削
し
、
酒
を

売
り
て
数
倍
の
息
を
取
る
、
此
の
如
き
者
も
猶
お
以
て
国
を
為
む

る
ぺ
け
ん
や
。
国
を
し
て
貧
し
か
ら
ざ
ら
し
め
ん
と
す
れ
ば
、
宜

し
く
此
に
至
ら
ざ
る
べ
し
。
既
に
此
に
至
れ
ば
、
何
を
以
て
能
く

富
ま
ん
や
。
故
に
経
総
制
銭
除
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
取
る
こ

あ
つ

と
多
L
と
錐
も
、
之
れ
を
蝕
め
る
こ
と
急
な
り
と
虻
も
、
而
る
に

つ
い

国
用
の
乏
し
き
は
終
に
救
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
経
総
制
銭
が
頭
子
銭
や
酒
専
売
へ
の
付
加
税
と

い
っ
た
諸
々
の
細
か
な
財
源
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批

判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
葉
適
に
お
い
て
は
、
財
源
そ
の
も

の
の
零
細
化
が
、
国
費
の
乏
し
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

『
水
心
別
集
』
巻
十
五
(
外
彙
)
「
上
殿
節
子
」
(
淳
醸
十
四
年
)
に

も
、
財
源
に
関
す
る
同
様
の
考
え
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
昔
は
固
よ
り
乏
財
を
以
て
息
と
為
す
有
る
も
、
未

だ
皇
皇
汲
汲
と
し
て
之
を
取
る
こ
と
の
度
無
き
こ
と
、
今
日
の
如
き
の

甚
だ
し
き
者
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
て
、
余
裕
な
く
課
税
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
例
に
、
酒
価
の
値
上
げ
、
和
男
、
折
烏
、
免
役
銭
、
塩
袋
銭
、

頭
子
、
勘
合
、
免
丁
、
牙
契
、
経
総
制
銭
、
月
椿
、
板
帳
、
な
ど
の
付

加
徴
収
項
目
を
具
体
的
に
挙
げ
、
「
天
下
の
銭
、
歳
々
官
に
入
る
老
八

千
万
緒
、
支
費
常
に
足
り
ず
。
蓋
し
財
は
多
き
を
以
て
而
る
に
遂
に
乏

し
き
に
至
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
、
財
政
規
模
が
大
き
く
な

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
源
の
零
細
化
か
ら
、
か
え
っ
て
財
政
難
に

至
っ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

財
政
収
入
の
増
加
が
、
民
衆
の
負
担
を
重
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

重
税
を
批
判
す
る
際
の
い
わ
ば
常
套
的
論
拠
で
あ
ろ
う
が
、
葉
適
の
場

合
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
に
、
財
政
収
入
の
増
加
に
よ
る
収
奪
の
強
化
が
、

最
終
的
に
財
政
収
入
そ
の
も
の
に
問
題
と
し
て
は
ね
返
っ
て
く
る
と
認

識
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
葉
通
の
独
自
色
の
濃
い
部
分
で
あ
り
、
課
税

基
盤
の
不
安
定
化
、
脆
弱
化
へ
の
顧
慮
、
ひ
い
て
は
民
間
経
済
へ
の
悪

影
響
を
問
題
視
し
よ
う
と
す
る
彼
の
姿
勢
の
表
れ
で
あ
る
と
言
え
よ

う
0

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
菓
適
は
、
一
貫
し
て
財
政
収
入
の
増
大
す
る

過
程
と
し
て
宋
代
の
財
政
の
流
れ
を
捉
え
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て

財
政
自
体
が
余
裕
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
論
じ
た
。
こ
う
し

た
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
さ
ら
に
歴
史
全
体
に
普
遍
化
さ
せ
た
形
で
葉

適
の
考
え
を
示
し
た
の
が
、
(
外
憂
)
「
財
総
論
二
」
の
締
め
く
く
り
の

部
分
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
た
言
葉
で
あ
る
。
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古
老
、
財
愈
々
少
な
く
し
て
愈
々
治
ま
り
、
今
者
、
財
愈
々
多
く

し
て
愈
々
治
ま
ら
ず
。
古
老
、
財
愈
々
少
な
く
し
て
余
有
り
、
今

者
、
財
愈
々
多
く
し
て
足
り
ず
。

す
な
わ
ち
菓
適
に
と
っ
て
、
財
政
規
模
の
小
さ
い
こ
と
は
、
国
が
よ
く

治
ま
り
、
財
政
も
余
裕
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
、
逆
に
、
財
政
規
模
の

大
き
い
こ
と
は
、
国
が
治
ま
ら
ず
、
財
政
の
不
足
を
招
く
こ
と
を
意
味

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
菓
適
は
ま
さ
に
、
そ
の
最
も
望
ま
し
か
ら

ぬ
姿
と
し
て
、
業
適
自
身
の
生
き
た
南
宋
期
の
財
政
を
位
置
づ
け
て
い

た
の
で
あ
る
。

(
b
)
　
財
政
支
出
に
関
し
て

つ
ぎ
に
、
宋
朝
財
政
の
支
出
面
に
つ
い
て
、
莫
適
は
、
ど
の
よ
う
に

振
り
返
り
つ
つ
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
水
心
別
集
」
巻
二

(
進
巻
)
「
財
計
下
」
に
よ
れ
ば
、
①
百
万
の
兵
の
糧
食
、
㊤
金
国
へ

の
歳
幣
、
③
官
吏
の
給
与
が
、
支
出
上
の
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。こ

れ
ら
の
中
で
も
、
菓
適
が
、
最
も
精
力
を
傾
け
て
論
じ
て
い
る
の

は
、
兵
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
の

菓
適
の
認
識
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
認
識
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
収
入
論
に
見
ら
れ
た
の

と
同
様
、
「
古
」
と
「
今
」
と
の
対
比
で
あ
っ
て
、
「
古
」
に
は
兵
制
が

「
簡
易
径
省
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
菓
適
は
、
唐
代
の
募
兵
制
採
用

よ
り
以
後
を
、
批
判
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
『
水
心
別
集
」
巻

十
一
(
外
憂
)
「
兵
総
論
二
に
よ
れ
ば
、
「
辺
兵
」
・
「
宿
衛
兵
」
・
「
大

将
屯
兵
」
・
「
州
郡
守
兵
」
の
四
着
す
べ
て
が
募
兵
に
切
り
替
わ
っ
た

つ
く

た
め
に
、
「
国
力
を
渇
し
て
以
て
之
を
養
い
、
走
れ
徒
ら
に
募
る
を
知

り
て
其
の
衣
食
を
供
す
る
の
み
。
此
れ
国
力
を
渇
し
て
以
て
百
万
の
兵

を
養
う
に
足
ら
ざ
る
所
以
な
り
」
と
し
て
、
兵
力
の
維
持
が
国
力
を
圧

迫
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
兵
が
「
進
み

て
は
戦
う
べ
か
ら
ず
、
退
き
て
は
守
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、
実
際
の

戦
闘
に
役
に
立
た
な
い
こ
と
も
論
じ
て
い
る
。

北
宋
以
来
の
兵
制
の
変
遷
も
、
こ
う
し
た
視
角
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
北
宋
建
国
当
初
、
太
祖
の
頃
は
、
兵
数
が
二
十
万
に
満
た
な
か
っ

た
の
が
、
北
宋
中
期
の
康
定
・
慶
暦
年
間
に
は
百
万
に
達
し
た
(
同
巻

(
外
憂
)
「
兵
総
論
二
」
)
。
し
か
し
、
『
習
学
記
言
序
R
H
」
巻
四
十
八
・

皇
朝
文
鑑
二
・
奏
疏
で
、
王
岳
偶
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
に
よ
れ
ば
、

太
祖
の
時
は
、
「
真
の
か
た
未
だ
江
・
折
・
樟
・
泉
を
得
ず
、
南
の
か

た
未
だ
荊
・
湖
・
交
・
広
を
得
ず
、
朝
廷
財
駅
は
未
だ
豊
か
な
ら
ず
と

謂
う
べ
し
。
然
り
而
し
て
河
東
を
撃
ち
、
北
虜
に
備
え
、
国
用
も
亦
た

足
り
、
兵
威
も
亦
た
強
し
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
逆
に

そ
れ
以
後
は
、
「
尽
く
東
南
諸
国
を
取
り
、
又
た
河
東
を
平
ら
げ
、
土

地
財
駅
は
広
L
と
謂
う
べ
し
。
而
る
に
兵
威
振
る
わ
ず
、
国
用
急
な
る

に
転
ず
」
と
菓
適
は
述
べ
て
い
る
。

南
宋
の
兵
制
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
(
外
憂
)
「
兵
総
論
二
」
で
、
「
四

屯
駐
の
兵
、
又
た
昔
日
未
だ
有
ら
ざ
る
所
に
し
て
、
祖
宗
に
数
倍
す
る

の
財
用
を
以
て
、
四
総
領
の
巨
藍
に
投
ず
。
而
し
て
州
郡
も
又
た
廟
禁

兵
を
以
て
自
ら
困
し
み
、
民
力
を
侵
削
し
、
空
尺
に
至
る
」
と
述
べ
ら
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れ
て
お
り
、
金
と
の
国
境
に
配
置
さ
れ
た
四
つ
の
大
軍
が
、
莫
大
な
財

政
負
担
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
地
方
の
禁
軍
・
廟
軍
を
養
う
た
め
の

負
担
が
、
民
衆
に
転
媛
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
北
宋
中
期
に
「
三
冗
」
問
題
の
一
つ

(
1
9
)

の
「
冗
兵
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
以
来
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
点
で
あ
る
が
、
稟
適
も
、
唐
代
の
募
兵
制
の
採
用
を
大
き
な
画
期

と
考
え
、
と
く
に
北
宋
中
期
以
後
、
増
え
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
兵
数

を
、
財
政
支
出
増
の
主
要
原
因
と
認
識
し
、
正
面
か
ら
糾
弾
を
お
こ
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
兵
に
関
す
る
以
外
に
、
財
政
収
入
と
も
共
通
し
た
も

の
と
し
て
、
社
会
救
済
策
に
関
し
て
、
王
安
石
の
青
首
法
・
市
易
法
へ

の
意
見
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
認
識
は
、
r
水
心
別
集
」

巻
二
八
進
巻
)
「
財
計
上
」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
王
安

石
が
こ
れ
ら
二
つ
の
法
を
「
周
公
泉
府
之
法
」
と
し
て
実
施
し
た
こ
と

に
対
し
て
、

天
下
、
号
し
て
斉
民
と
為
し
、
未
だ
特
に
富
む
老
有
ら
ざ
る
な
り
。

開
聞
・
放
散
・
軽
重
の
権
は
一
に
上
よ
り
出
で
、
之
が
田
を
均
し

く
し
て
之
を
耕
さ
し
め
、
之
が
室
を
築
き
て
之
を
し
て
居
ら
し
め
、

こ
と
ご
と

衣
食
の
具
、
畢
く
与
え
ざ
る
は
無
し
。
然
り
而
し
て
祭
祀
喪
紀
、

猶
お
足
ら
ざ
る
所
有
り
、
而
し
て
常
数
の
外
よ
り
取
る
、
是
の
若

き
者
、
周
公
与
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
誰
か
之
に
与
か
ら
ん
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
菓
適
は
、
周
公
が
泉
府
之
法
を
お
こ
な
っ
た

時
代
を
、
富
民
が
存
在
し
な
い
段
階
で
あ
る
と
規
定
し
、
「
開
聞
」
「
放

散
」
「
軽
重
」
と
い
っ
た
、
物
価
な
ど
の
経
済
調
節
の
役
割
が
国
家
に

よ
っ
て
一
元
的
に
担
わ
れ
、
民
衆
の
必
要
と
す
る
物
品
の
支
給
に
至
る

ま
で
国
家
が
お
こ
な
っ
て
い
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
今
」
に
つ

い
て
は
、

ひ
と

今
、
天
下
の
民
、
齋
し
か
ら
ざ
る
こ
と
久
し
。
開
園
・
放
散
・
軽

重
の
権
は
一
に
は
上
よ
り
出
で
ず
、
而
し
て
富
人
・
大
貫
分
か
ち

て
之
を
有
し
、
其
の
幾
千
百
年
な
る
か
を
知
ら
ず
、
而
し
て
遽
に

之
を
奪
う
は
、
可
な
る
か
。
之
を
奪
う
の
可
な
る
や
、
其
の
自
利

に
く

を
妖
み
て
国
利
を
為
さ
ん
と
欲
す
る
は
、
可
な
る
か
。
鳴
呼
、
今

の
世
に
居
れ
ば
、
周
公
も
固
よ
り
是
の
法
を
行
わ
ず
。

と
し
て
、
「
開
聞
」
「
放
散
」
「
軽
重
」
の
役
割
は
、
国
家
の
一
元
的
統

制
で
は
な
く
、
今
や
宮
人
・
大
商
人
も
分
担
し
て
も
っ
て
い
る
と
菓
適

は
認
識
し
、
国
家
が
そ
れ
を
奪
う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
さ

ら
に
財
政
収
入
増
を
図
る
手
段
に
転
じ
さ
せ
る
こ
と
の
不
当
性
を
強
調

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
王
安
石
が
お
こ
な
っ
た
よ
う
な
、
国
家
財
政
を

積
極
的
に
活
用
す
る
形
で
の
社
会
政
策
を
、
富
人
・
大
商
人
と
利
害
の

対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
基
本
的
に
で
き
る
だ
け
排
除
し

よ
う
と
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
も
、
財
政
規
模
の
拡
大
は
、

葉
通
に
と
っ
て
決
し
て
歓
迎
す
べ
き
も
の
と
は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
c
)
　
財
政
管
理
に
関
し
て

宋
朝
の
法
制
・
国
制
一
般
に
つ
い
て
も
、
菓
適
の
認
識
の
前
提
を
な

す
の
は
、
「
昔
」
と
の
対
比
で
あ
り
、
「
今
」
の
宋
朝
は
、
法
度
が
過
密
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化
し
、
過
度
に
集
権
化
さ
れ
た
体
制
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
具
体
的
な
論
点
に
つ
い
て
は
、
注
聖
鐸
「
菓
適
管
理
思
想

研
究
」
(
『
析
江
学
刊
」
一
九
八
九
年
第
四
期
)
が
、
基
本
的
な
整
理
を

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
う
ち
の
財
政
に
関
係
す
る
部
分
を
参
照
す
る
と
、

菓
適
の
認
識
の
基
調
は
、
宋
代
に
な
っ
て
、
財
政
に
関
し
て
も
集
権
化

が
進
み
、
地
方
官
は
中
央
か
ら
の
厳
し
い
監
視
を
受
け
、
財
政
に
ば
か

り
そ
の
精
力
を
費
や
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
宋
代
に
こ
う
し
た
政
策
が
採
ら
れ
た
の
は
、
五
代
の

轍
を
踏
ま
な
い
た
め
に
地
方
官
が
役
割
に
応
じ
て
分
任
化
さ
れ
た
こ
と

に
発
し
て
い
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
傾
向
は
、
北
宋
か
ら
南
宋
に

か
け
て
、
時
期
を
迫
っ
て
甚
だ
し
さ
を
増
し
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

菓
適
は
、
「
法
に
任
せ
、
人
に
任
せ
ず
」
と
い
う
実
態
に
対
し
、
厳
し

い
批
判
を
加
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
『
水
心
別
集
」
巻
十
四
(
外
柔
)
「
監

(
2
0
)

司
」
の
う
ち
、
荘
氏
が
掲
げ
て
い
な
い
部
分
を
付
け
加
え
る
と
、
路
の

監
司
に
つ
い
て
、

今
、
転
運
司
は
則
ち
州
県
の
財
賦
を
刹
刷
し
、
其
の
余
羨
を
侯
伺

し
、
其
の
道
欠
を
衰
雑
し
て
、
一
司
歳
計
の
常
と
為
す
。
提
挙
司

は
則
ち
茶
塩
を
督
責
し
、
法
を
用
う
る
こ
と
苛
惨
な
り
。
常
平
・

義
倉
・
水
利
・
農
田
に
至
り
て
は
則
ち
置
き
て
顧
み
ず
。
提
刑
司

は
則
ち
経
総
制
銭
を
催
趣
し
、
僧
道
の
免
丁
の
由
子
を
印
給
す
る

を
以
て
職
と
為
し
、
刑
獄
の
冤
濫
、
詞
訴
の
繁
澤
は
則
ち
之
を
顧

み
る
莫
き
こ
と
或
り
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
財
政
収
入
の
確
保
に
奔
走
し
、
他
の
職
務
が
手
に

つ
い
て
い
な
い
様
子
が
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
、
財
政
上
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
の
は
、
経
総

制
銭
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
弊
害
を
列
挙
し
た
(
外
憂
)
「
経

総
制
銭
二
」
で
あ
る
。
計
三
点
指
摘
さ
れ
た
弊
害
の
う
ち
、
既
に
触
れ

た
「
生
民
日
々
困
し
む
」
と
「
国
用
日
々
乏
し
」
と
い
う
二
点
に
先
立

っ
て
、
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
「
人
才
日
々
衰
う
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
江
氏
も
一
部
引
用
し
て
い
る
部
分
だ
が
、
稟
適
は
こ
れ

に
つ
い
て
、
「
県
な
れ
ば
則
ち
板
帳
・
月
椿
の
郡
の
経
常
に
失
う
無
き

を
以
て
罪
無
き
と
為
し
、
郡
な
れ
ば
則
ち
経
総
制
の
戸
部
の
経
費
に
失

ぅ
無
き
を
以
て
能
有
り
と
為
す
の
み
」
と
し
て
、
定
め
ら
れ
た
収
入
額

を
満
た
す
こ
と
ば
か
り
が
地
方
官
の
評
価
基
準
と
さ
れ
た
た
め
、
「
風

流
日
々
散
じ
、
名
節
日
々
壊
れ
、
祖
宗
の
盛
時
に
還
ら
ん
と
求
む
れ
ど

も
、
豊
に
復
た
得
ぺ
け
ん
や
」
と
述
べ
て
お
り
、
官
僚
群
の
一
構
成
員

と
し
て
、
厳
し
く
課
せ
ら
れ
た
ノ
ル
マ
へ
の
反
感
を
示
し
た
も
の
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
最
後
に
、
以
上
の
財
政
収
入
、
支
出
、
財
政
管
理
に
関
す
る
菓

適
の
論
に
共
通
し
て
存
在
す
る
「
古
」
と
「
今
」
と
の
対
比
に
つ
い
て
、

少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
経
済
一
般
と
の
関
わ
り
で
の
井

田
制
復
活
に
対
す
る
批
判
の
論
理
と
も
通
じ
る
も
の
と
し
て
、
国
家
財

政
を
積
極
的
に
活
用
す
る
形
で
の
社
会
政
策
に
つ
い
て
は
、
「
古
」
と

の
時
代
差
を
強
調
し
、
「
古
」
の
ま
ま
に
施
策
を
お
こ
な
う
時
代
錯
誤

の
点
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
財
政
収
入
の

増
加
、
募
兵
制
の
採
用
と
兵
数
の
拡
大
、
集
権
化
の
進
行
、
法
の
過
密

化
と
い
っ
た
多
く
の
部
門
に
つ
い
て
は
、
「
古
」
　
へ
の
直
接
的
な
回
信
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を
主
張
し
な
い
ま
で
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
「
古
」
に
鑑
み
、
そ
の
美

点
が
失
わ
れ
た
と
し
て
、
宋
代
の
現
状
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。
つ
ま

り
、
葉
適
は
、
「
古
」
と
「
今
」
と
の
対
比
を
、
決
し
て
常
に
同
一
の

角
度
か
ら
用
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
主
張
に
応
じ
て
、
都
合
よ
く

使
い
分
け
て
い
る
こ
と
が
、
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
し
て
ま
で
も
、
財
政
論
に
お
い
て
、
柔
道
が
強
調
し
よ
う

と
し
た
の
は
、
結
局
は
、
財
政
規
模
の
肥
大
化
し
た
政
府
と
し
て
の
「
今
」

の
宋
朝
の
姿
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
菓
適
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
国

家
は
、
民
衆
か
ら
の
激
し
い
収
奪
を
招
き
、
ま
た
、
財
源
の
零
細
化
に

よ
っ
て
財
政
そ
の
も
の
の
困
窮
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

お
り
、
そ
れ
以
外
に
も
、
兵
の
質
の
低
下
を
と
も
な
い
、
宮
人
・
大
商

人
が
分
け
持
つ
は
ず
の
経
済
調
節
の
役
割
を
奪
い
、
官
吏
に
は
煩
項
な

任
務
を
負
わ
せ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た

宋
代
財
政
に
対
す
る
認
識
に
立
脚
し
て
提
示
さ
れ
た
菓
適
の
財
政
改
革

案
と
は
、
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
章
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

三
、
葉
適
の
財
政
改
革
案
と
そ
の
意
義

葉
適
が
宋
朝
を
い
か
な
る
も
の
に
改
革
し
て
い
こ
う
と
構
想
し
て
い

た
か
、
そ
の
眼
目
は
、
(
外
彙
)
「
実
謀
」
に
、
「
財
は
多
き
を
以
て
累

と
為
せ
ば
、
則
ち
之
を
少
な
く
す
る
に
若
く
は
莫
し
」
、
「
兵
は
多
き
を

以
て
累
と
為
せ
ば
、
則
ち
之
を
少
な
く
す
る
に
若
く
は
莫
し
」
、
「
法
度

は
密
な
る
を
以
て
累
と
為
せ
ば
、
則
ち
之
を
疏
ん
ず
る
に
若
く
は
莫

し
」
、
「
紀
綱
は
尊
を
以
て
累
と
為
せ
ば
、
則
ち
之
を
分
か
つ
に
若
く
は

莫
し
」
と
列
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
財
政
収
入
の
縮
小
、
兵
数
の
削

減
を
断
行
し
、
さ
ら
に
、
法
制
に
よ
る
締
め
付
け
を
で
き
る
だ
け
緩
く

し
、
ま
た
分
権
化
を
は
か
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
要
約
す
れ
ば
、
財
政
規

模
の
縮
小
、
お
よ
び
、
国
家
機
構
の
簡
素
化
を
意
図
し
て
い
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
菓
適
の
財
政
に
つ
い
て
の
改
革
案
も
、
こ
の
基
本
線

に
沿
っ
た
も
の
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
財
政
収
入
に
関
し
て
は
、

(
外
憂
)
「
財
総
論
二
」
で
、
「
今
日
の
財
の
四
息
」
と
し
て
、
経
総
制

銭
、
折
畠
銭
、
和
買
、
茶
塩
専
売
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
四
つ
が
主
対

象
と
さ
れ
て
削
減
提
案
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
筆
頭
に
挙

げ
ら
れ
た
経
総
制
銭
に
つ
い
て
は
半
減
、
そ
し
て
、
板
帳
銭
・
月
椿
銭

の
廃
止
が
主
張
さ
れ
(
(
外
彙
)
「
経
総
制
銭
二
」
)
、
ま
た
、
こ
れ
ら
と

併
せ
て
、
頭
子
・
感
零
・
勘
合
・
牙
契
銭
と
い
っ
た
諸
雑
税
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
減
額
が
提
言
さ
れ
て
い
る
(
(
外
憂
)
「
終
論
こ
)
。

こ
れ
ら
に
続
け
て
は
、
和
買
・
折
畠
銭
の
廃
止
と
茶
塩
専
売
の
減
額

が
主
張
さ
れ
て
い
る
(
(
外
憂
)
「
経
総
制
銭
二
」
)
。
な
お
、
こ
の
う
ち
、

茶
塩
専
売
に
つ
い
て
は
、
菓
適
の
主
張
す
る
諸
改
革
が
実
行
さ
れ
て
二
、

三
年
後
に
再
度
論
じ
る
こ
と
を
言
っ
て
、
そ
の
削
減
は
ひ
と
ま
ず
留
保

し
た
が
(
『
水
心
別
集
』
巻
十
一
(
外
憂
)
「
茶
塩
」
)
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

北
宋
末
か
ら
南
宋
に
か
け
て
新
設
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
収
奪
性
を
増

し
た
収
入
項
目
に
つ
い
て
、
大
幅
な
減
額
や
廃
止
が
提
言
さ
れ
た
と
言

え
る
。つ

ぎ
に
、
財
政
支
出
に
つ
い
て
は
、
「
進
士
入
官
」
・
「
佳
子
入
官
」
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を
減
ら
す
な
ど
に
よ
る
支
出
削
減
措
置
も
提
言
し
て
は
い
る
が
、
や
は

り
最
大
の
力
点
は
、
兵
数
の
削
減
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
対
象
と
し

て
菓
適
が
挙
げ
た
の
が
、
金
と
の
国
境
地
域
の
「
四
屯
駐
大
兵
」
、
お

よ
び
、
各
地
の
「
廟
・
禁
軍
・
弓
手
・
土
兵
」
で
あ
っ
た
。
四
屯
駐
大

か
・
ソ
そ
め

兵
に
つ
い
て
、
菓
適
は
、
「
姑
に
一
を
以
て
一
に
当
た
れ
ば
、
則
ち
精

兵
た
り
。
夫
れ
一
人
、
一
人
の
用
を
得
れ
ば
、
則
ち
固
よ
り
巳
に
十
四

五
万
人
な
り
、
之
を
用
う
る
に
必
死
な
れ
ば
、
誰
ぞ
敢
え
て
撤
す
る
者

た
ら
ん
か
」
(
『
水
心
別
集
」
巻
十
五
八
外
彙
)
「
終
論
二
」
)
と
述
べ
、

兵
数
を
減
ら
し
、
所
謂
四
鋲
を
さ
ら
に
幾
つ
か
に
分
け
た
う
え
で
、
「
兵

・
民
・
財
賦
を
し
て
皆
な
日
用
を
得
さ
し
む
」
と
い
う
こ
と
を
提
言
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
各
地
か
ら
総
領
所
に
送
ら
れ
て
く
る
補
給

を
な
く
し
、
近
辺
の
数
州
で
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
お
り
、

そ
う
す
れ
ば
「
朝
廷
は
寛
な
り
」
(
と
も
に
(
外
彙
)
「
終
論
こ
)
と

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
州
県
が
抱
え
る
軍
隊
に
つ
い
て
も
、
「
夫
れ
廟

・
禁
・
土
兵
・
弓
手
は
皆
な
散
じ
、
何
を
以
て
其
の
地
を
守
る
や
。
三

等
よ
り
以
上
、
其
の
家
の
一
人
を
籍
し
て
兵
と
為
し
、
其
の
税
役
を
謁

す
。
大
州
は
二
千
人
に
し
て
止
め
ヾ
下
州
は
八
百
人
に
し
て
止
む
」
と

し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
州
県
は
寛
な
り
」
(
と
も
に
(
外
憂
)
「
終
論
二
」
)

と
菓
適
は
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
財
政
管
理
に
関
し
て
は
、
・
「
兵
・
財
・
民
政
の
分
任
し
て

一
な
ら
ざ
る
者
は
、
以
て
更
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
(
(
外
彙
)
「
実

謀
」
)
と
し
て
、
地
方
官
の
職
務
ご
と
の
分
任
を
改
め
る
こ
と
を
主
張

し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
官
吏
数
の
削
減
に
も
効
果
が
あ
る
も
の
と
し

(
2
1
)

て
捉
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
「
朝
廷
の
煩
密
に
し

一
一

て
変
ず
べ
か
ら
ず
と
謂
う
所
の
法
度
者
、
尽
く
之
を
変
ず
」
(
(
外
憂
)

「
終
論
こ
)
と
述
べ
て
い
る
な
ど
、
法
の
簡
素
化
、
あ
る
い
は
分
権

化
を
提
言
し
て
い
た
。

菓
適
の
か
よ
う
な
提
案
の
背
後
に
は
、
度
外
の
士
の
出
現
を
期
待
す

り
秘
【

る
莫
適
の
人
材
観
が
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
単
に
財
政
管
理
の
面
で
、

中
央
か
ら
の
統
制
や
、
細
か
な
規
制
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、
人
材

の
輩
出
・
活
性
化
を
期
待
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
財
政
規
模
の

縮
小
に
よ
っ
て
も
、
「
朝
廷
寛
な
れ
ば
、
則
ち
重
臣
は
暇
有
り
て
人
才

多
く
、
今
の
乏
し
き
に
若
か
ざ
る
な
り
。
州
県
寛
な
れ
ば
、
則
ち
庶
民

は
暇
有
り
て
良
善
多
く
、
今
の
蒔
き
に
若
か
ざ
る
な
り
。
上
に
人
才
多

く
、
下
に
良
民
多
く
、
兵
省
か
れ
て
精
な
り
、
費
寡
な
く
し
て
富
み
、

五
年
の
内
、
二
年
の
外
、
其
の
気
勢
を
合
し
、
其
の
鋒
鋭
を
用
い
、
義

声
昭
布
さ
れ
、
奇
策
並
び
て
出
で
、
以
て
虜
を
滅
ぼ
す
に
用
い
ず
し
て

何
の
用
う
る
所
あ
ら
ん
や
」
(
同
「
終
論
二
」
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ

ぅ
に
、
官
僚
に
は
人
材
が
現
れ
、
庶
民
の
間
に
は
良
民
が
多
く
な
り
、

兵
は
少
な
く
な
る
が
精
鋭
化
し
、
国
費
も
少
な
く
は
な
る
が
か
え
っ
て

富
む
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、
金
国
を
倒
す
の
に

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
葉
適
の
財
政
改
革
案
の
基
本
的
内
容
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、

稟
適
が
生
き
た
南
宋
中
期
の
現
実
の
宋
朝
財
政
と
い
か
な
る
関
わ
り
を

も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
織
り
交
ぜ
つ
つ
、
以
下
、
こ
れ
ら
の
案

(
2
3
)

の
意
義
を
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
れ
ま
で
度
々
引
用
し
て
き
た
「
実
謀
」
・
「
財
総
論
」
・
「
経
捻
制

銭
」
を
含
め
、
「
水
心
別
集
〓
外
憂
)
巻
十
「
始
議
二
か
ら
巻
十
五
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「
経
論
七
」
に
至
る
諸
罠
は
二
連
の
も
の
と
し
て
、
淳
配
二
二
年
(
一

一
八
五
年
)
に
草
さ
れ
た
。
こ
れ
は
奏
進
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ

が
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
簡
略
化
し
て
ま
と
め
直
し
た
も
の
が
、
淳
配
二

四
年
(
二
八
七
年
)
冬
に
孝
宗
に
、
ま
た
、
涼
配
二
六
年
(
二
八

九
年
)
に
は
同
年
に
即
位
し
た
光
宗
に
提
出
さ
れ
、
「
上
殿
節
子
」
(
r
水

心
文
集
」
巻
一
「
上
孝
宗
皇
帝
節
子
」
に
同
じ
)
お
よ
び
「
応
詔
条
奏

六
事
」
(
r
水
心
文
集
」
巻
一
「
上
光
宗
皇
帝
節
子
」
に
同
じ
)
と
し
て
、

い
ず
れ
も
r
水
心
別
集
」
巻
十
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
淳
紀
州
年
間
終
盤
に
は
、
葉
通
だ
け
で
な
く
、
他
の
士

大
夫
た
ち
か
ら
も
、
と
く
に
経
総
制
銭
に
つ
い
て
批
判
が
高
ま
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
朱
薫
に
よ
っ
て
経
総
制
銭
の
減
額
が
要

求
さ
れ
た
(
「
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
j
巻
十
四
「
延
和
英
節
三
」
)
の

も
、
淳
配
二
五
年
二
一
八
八
年
)
六
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
要
求
の
表
面
化
は
、
政
局
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
従
来
よ

(
2
4
)

り
経
総
制
銭
・
月
椿
銭
の
額
の
高
さ
を
問
題
視
し
て
い
た
周
必
大
が
、

淳
配
二
四
年
二
月
か
ら
同
一
六
年
五
月
と
い
う
短
い
期
間
な
が
ら
右
丞

相
に
就
い
て
い
た
時
期
と
も
か
な
り
重
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
淳
配
…

〓
ハ
年
二
月
、
吏
部
尚
書
顔
師
魯
の
上
奏
を
受
け
て
、
経
総
制
銭
・
月

椿
銭
・
降
本
銭
の
減
額
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
減
額
幅
は
決
し
て

大
き
く
は
な
く
、
経
総
制
銭
で
言
え
ば
、
一
五
〇
〇
万
貫
か
ら
一
四
四

(
2
5
)

〇
万
貫
へ
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
減
額
を
指
示
し
た
光

(
2
5
)

宗
の
登
極
赦
に
、
「
臣
僚
頻
り
に
論
奏
す
る
有
り
」
と
し
て
、
官
僚
群

の
中
に
減
額
を
要
求
す
る
意
見
が
強
か
っ
た
こ
と
が
、
決
定
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
か
よ
う
な
経
過
か
ら
す
れ
ば
、
減
額
を

実
現
に
結
び
付
け
た
推
進
力
の
一
つ
と
し
て
の
積
極
的
評
価
を
、
菓
適

の
財
政
改
革
案
に
与
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
葉
適
は
、
韓
梶
胃
に
よ
る
慶
元
の
党
禁
で
罷
免
さ
れ
、
さ

ら
に
、
湖
南
転
運
判
官
、
知
泉
州
を
経
て
、
嘉
泰
三
年
二
二
〇
三
年
)

九
月
以
降
、
中
央
政
界
に
復
帰
す
る
。
引
き
続
い
て
政
権
を
握
っ
て
い

た
の
は
韓
佗
胃
で
あ
っ
た
が
、
開
繕
用
兵
に
先
立
っ
て
芳
春
四
年
(
一

二
〇
四
年
)
に
設
置
さ
れ
た
財
政
機
関
の
国
用
司
に
対
し
て
薬
適
は
、

『
水
心
文
集
」
巻
一
(
奏
節
)
「
上
寧
宗
皇
帝
節
子
三
」
(
開
繕
二
年
)

ま

に
、
「
近
く
者
、
国
用
、
司
を
置
き
、
偶
々
武
備
を
警
飾
す
る
の
際
に

当
た
り
、
外
人
は
但
だ
立
式
太
だ
細
か
く
、
鈎
考
甚
だ
詳
ら
か
な
る
を

見
、
疑
い
無
き
能
わ
ず
、
将
た
復
た
取
ら
ん
と
す
と
謂
う
は
、
臣
独
り

以
為
く
、
然
ら
ず
と
」
と
し
て
、
財
政
管
理
の
強
化
、
収
奪
の
拡
大
に

反
対
す
る
立
場
か
ら
、
批
判
を
加
え
て
い
る
。
国
用
司
の
設
置
は
、
開

繕
用
兵
の
財
政
上
の
準
備
を
意
図
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
薬
通
は

こ
の
時
、
軽
率
な
開
戦
に
反
対
し
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
国
用
司
が
、

「
民
財
を
措
克
し
、
州
郡
騒
動
す
」
(
『
宋
史
し
巻
三
百
九
十
四
・
陳
自

強
伝
)
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

菓
適
の
見
解
は
、
経
総
制
銭
な
ど
の
減
額
に
果
た
し
た
役
割
と
同
様
、

財
政
収
入
の
過
度
の
拡
大
に
対
す
る
批
判
と
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ

う.。
し
か
し
一
方
で
、
国
用
司
設
置
に
関
す
る
各
種
の
史
料
を
参
照
し
て
、

純
粋
に
財
政
管
理
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
そ
の
設
置
を
主
張
す
る
論

拠
の
方
に
も
、
一
定
の
正
当
性
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
す
な

わ
ち
、
『
宋
会
要
輯
稿
』
職
官
六
-
二
二
(
国
用
所
)
嘉
泰
三
年
三
月
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二
三
日
の
条
に
、
臣
債
の
言
と
し
て
、
「
今
日
の
財
計
は
銭
穀
足
ら
ざ

ま

る
の
憂
う
べ
き
に
非
ず
し
て
、
診
漏
日
々
滋
す
の
慮
る
べ
き
な
り
。
夫

れ
銭
穀
の
珍
漏
は
一
朝
一
夕
の
間
に
遽
か
に
能
く
是
の
如
き
に
非
ざ
る

な
り
。
実
に
朝
廷
会
計
の
制
立
た
ず
、
歴
年
既
に
簿
書
漫
に
し
て
考
す

べ
か
ら
ざ
る
に
起
こ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
窺
え
る
よ

う
に
、
当
時
、
銭
穀
の
流
用
・
横
領
な
ど
が
財
政
上
の
問
題
と
し
て
注

目
さ
れ
て
お
り
、
国
用
司
は
そ
う
し
た
弊
害
を
防
ぐ
こ
と
を
意
図
し
て
、

「
内
外
財
賦
の
入
る
所
・
経
費
の
出
づ
る
所
を
参
考
し
、
会
計
し
て
之

を
総
て
要
す
。
(
さ
す
れ
ば
)
名
実
は
欺
か
れ
ず
、
用
度
は
紀
有
る
に

ち
か

庶
幾
し
」
(
『
両
朝
綱
目
備
要
し
巻
八
・
嘉
泰
四
年
十
二
月
美
巳
の
条
)

と
い
う
目
的
の
も
と
に
本
来
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

か
よ
う
な
点
に
つ
い
て
、
柔
道
は
、
同
じ
く
「
上
寧
宗
皇
帝
節
子
三
」

(
開
繕
二
年
)
　
で
、
「
内
外
財
賦
の
入
る
所
・
経
費
の
出
づ
る
所
を
参

考
し
、
一
切
会
計
し
て
之
を
総
て
震
す
る
は
、
其
の
理
、
固
よ
り
当
た

る
」
と
し
て
、
国
用
司
設
置
の
正
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、
続
け
て
、
「
然

る
に
臣
謂
え
ら
く
、
国
家
の
体
、
当
に
先
ず
入
る
所
を
論
ず
べ
し
。
入

も

と

　

　

　

　

　

　

　

そ

こ

な

る
所
或
い
虻
惇
り
て
以
て
民
を
挟
う
に
足
れ
ば
、
則
ち
出
づ
る
所
は
経

む
し
ば

に
非
ず
、
其
の
国
を
恵
む
こ
と
審
ら
か
な
り
」
と
述
べ
、
従
来
強
調
し

て
き
た
よ
う
な
、
経
総
制
銭
・
和
買
・
折
岳
銭
な
ど
の
付
加
収
入
項
目

が
民
衆
の
重
い
負
担
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
薬
適
は
、
財
政
管
理
の
強
化
に
よ
っ
て
財
政
上
の
不
正
を
取
り
除

く
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
、
財
政
規
模
自
体
の
縮
小
に
取
り
組
む
こ
と
を
、

優
先
す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
は
、
改
善
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
欠
く
と
し
て
稟

適
を
「
書
生
」
扱
い
し
た
馬
端
臨
の
見
解
と
対
比
し
た
場
合
に
も
、
明

確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
馬
端
臨
も
、
経
総
制
銭
・
月
椿
銭
・
板
帳
銭

の
減
額
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ
し
、
単
に
減
ら
す
ば

か
り
の
単
純
な
考
え
で
は
な
い
。
他
方
で
、
減
額
論
の
安
易
さ
を
責
め

る
反
対
論
者
へ
の
対
案
と
し
て
、
①
酒
専
売
・
牙
契
税
に
つ
い
て
は
、

繁
華
な
場
所
や
豊
か
な
地
域
で
は
増
収
を
図
る
、
②
官
員
の
給
料
を
減

ら
す
た
め
に
、
冗
官
を
削
り
、
給
料
の
多
す
ぎ
る
者
は
減
ら
す
、
③
州

財
政
に
余
裕
の
あ
る
所
を
選
び
、
そ
の
上
供
顆
を
増
す
、
と
い
っ
た
具

体
案
を
馬
端
臨
は
提
示
し
、
そ
の
う
え
で
中
央
政
府
か
ら
州
へ
、
州
か

ら
県
へ
と
賦
課
さ
れ
る
経
総
制
・
月
椿
・
板
帳
の
名
を
削
る
な
ら
ば
、

「
三
者
(
経
総
制
・
月
椿
・
板
帳
-
岡
註
)
の
名
は
己
に
去
り
て
、
三

の
ぞ

者
の
利
は
未
だ
尽
く
損
か
れ
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
重

要
な
の
は
、
こ
う
し
て
経
総
制
銭
等
の
項
目
が
な
く
な
れ
ば
、
州
県
が

そ
の
定
額
を
満
た
す
こ
と
を
口
実
と
し
て
民
衆
か
ら
違
法
な
収
奪
を
す

る
こ
と
は
、
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
も
、
収
入
の

項
目
と
実
際
の
収
入
と
を
き
っ
ち
り
整
合
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
。
ま
た
、
右
記
の
牙
契
税
・
酒
専
売
な
ど
の
収
入
に
つ
い
て
も
、
版

(
2
7
)

曹
(
戸
部
)
の
管
轄
の
下
に
お
く
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
馬
端
臨
に
お
い
て
は
、
減
額
一
辺
倒
で
は
な
く
、
地
域

の
状
況
に
応
じ
て
増
収
が
可
能
な
場
所
で
は
増
収
を
図
る
と
と
も
に
、

さ
ら
に
、
中
央
か
ら
地
方
官
庁
へ
の
賦
課
と
、
民
衆
か
ら
の
地
方
官
庁

の
散
税
と
の
問
の
、
項
目
の
ズ
レ
を
な
く
し
て
、
不
正
の
入
り
込
む
余

地
の
な
い
よ
う
に
、
収
入
を
公
開
化
・
明
朗
化
し
て
中
央
の
管
轄
下
に

お
く
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
の
馬
端
臨
の
案
と
比
較
し
た
場
合
、
菓
適
の
案
が
、
減
額
ば
か
り

の
一
方
向
的
な
傾
向
の
強
い
こ
と
を
見
て
と
れ
る
と
同
時
に
、
財
政
管

理
の
面
に
お
い
て
も
、
で
き
る
だ
け
中
央
の
統
制
を
排
除
し
よ
う
と
す

る
葉
適
の
財
政
改
革
案
の
特
色
が
、
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
財
政
管
理
の
強
化
は
、
財
政
収
入
の
増

大
と
同
時
進
行
し
て
、
収
奪
の
強
化
に
容
易
に
転
じ
や
す
い
も
の
で
あ

り
、
な
れ
ば
こ
そ
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
葉
通
の
認
識
と
し
て
は
、

宋
代
財
政
の
過
去
に
照
ら
し
て
、
収
奪
の
強
化
と
と
も
に
、
財
政
管
理

の
強
化
を
も
批
判
の
対
象
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
曽
小

華
氏
に
よ
る
と
、
宋
代
の
官
僚
に
対
す
る
考
課
の
法
令
は
、
北
宋
期
に

次
第
に
整
備
・
強
化
さ
れ
た
が
、
南
宋
に
至
る
と
虚
文
も
同
然
と
な
っ

(
2
8
)

て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
葉
適
の
強
調
す
る
よ
う
な
、
管
理
が
非
常
に

強
化
さ
れ
た
時
期
と
し
て
の
み
南
朱
を
捉
え
る
こ
と
自
体
が
、
必
ず
し

も
妥
当
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
財
政
管
理
面
に
つ
い
て
、
菓
適
の

見
解
を
さ
ら
に
探
っ
て
い
く
な
ら
ば
、
葉
適
は
、
r
習
学
記
言
序
目
し

巻
四
十
八
・
皇
朝
文
鑑
二
・
奏
疏
に
、
「
考
論
の
審
ら
か
な
ら
ざ
る
処

有
り
」
と
い
う
も
の
と
し
て
、
北
宋
の
菟
仲
滝
の
応
詔
十
事
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
精
貢
挙
」
以
下
の
八
つ
の
項
目
に

つ
い
て
は
、
「
国
家
の
常
行
す
る
所
」
で
、
そ
の
実
行
も
簡
単
で
あ
っ

た
が
、
「
明
出
陣
」
・
「
抑
侯
幸
」
の
二
つ
は
、
人
々
に
と
っ
て
大
き
な

損
害
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
苑
仲
滝
は
こ
れ
を
先
ず
お
こ
な
っ
た
。

あ

こ
の
た
め
に
、
「
庸
人
重
害
の
病
に
闘
い
、
邪
詣
語
間
の
門
を
開
く
」

と
い
う
状
況
に
陥
り
、
結
果
と
し
て
他
の
改
革
も
進
め
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
若
し
仲
掩
、
国
家
の
常
行
を
先
ん
じ
、
.

庸
人
の
重
害
を
後
に
す
れ
ば
、
語
間
大
い
に
作
ら
ざ
る
に
庶
幾
く
、
而

し
て
基
本
も
亦
た
立
つ
べ
し
」
と
述
べ
、
「
若
し
小
慧
を
好
め
ば
、
則

ち
固
よ
り
益
無
き
な
り
」
と
い
う
批
判
の
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

花
仲
滝
の
主
張
す
る
「
明
出
陣
」
と
は
、
有
名
無
実
化
し
て
い
た
磨

勘
法
を
、
実
効
性
を
伴
っ
た
も
の
と
し
て
精
密
化
し
よ
う
と
す
る
考
え

方
で
あ
っ
て
、
そ
の
審
査
基
準
に
は
、
開
墾
・
水
利
・
振
他
な
ど
の
経

済
・
社
会
政
策
に
関
す
る
項
目
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
抑
侯
幸
」

と
は
恩
蔭
制
度
の
抑
制
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
官
僚
群
の
強
い
反
対

(
2
9
)

に
遭
っ
て
、
失
敗
に
帰
し
た
。
両
者
の
改
革
案
を
苑
仲
滝
が
重
視
し
て

い
た
の
に
対
し
、
菓
通
が
、
こ
れ
ら
を
後
回
し
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
と

考
え
て
い
た
こ
と
は
、
菓
適
の
立
場
を
窺
い
知
る
う
え
で
、
非
常
に
興

味
深
い
点
で
あ
ろ
う
。
官
僚
群
自
体
に
対
し
て
、
よ
り
実
態
に
あ
っ
た

形
で
の
何
ら
か
の
客
観
的
基
準
を
も
う
け
て
、
そ
の
恋
意
性
を
排
そ
う

と
す
る
菟
仲
滝
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
、
葉
適
は
、
か
な
り
冷
や
や
か

な
眼
で
見
て
お
り
、
国
用
司
に
対
す
る
見
解
と
同
様
、
中
央
に
よ
る
財

政
の
監
視
に
対
し
て
は
、
き
わ
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
問
題
に
関
連
し
て
、
宋
代
の
財
政
上
の
不
正
が
問
題
に
な

る
場
合
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
背
更
に
つ
い
て
、
葉
適
は
、
「
官
に

封
建
無
く
、
更
に
封
建
有
り
」
あ
る
い
は
「
公
人
世
界
」
と
い
う
言
葉

を
、
世
間
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
引
い
て
い
る
が
、
さ
ら
に
彼

は
、
「
今
世
の
吏
背
の
害
、
官
の
其
の
人
を
得
る
と
其
の
人
を
得
ざ
る

と
に
問
う
無
く
、
而
し
て
要
は
以
て
当
に
革
む
べ
L
と
為
す
の
み
」
(
「
水

心
別
集
し
巻
十
四
(
外
憂
)
「
吏
背
」
)
と
し
て
、
背
更
の
上
役
に
す
ぐ
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れ
た
官
を
得
る
か
否
か
と
い
う
段
階
の
問
題
で
は
既
に
な
く
、
構
造
的

改
革
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

そ
の
認
識
に
基
づ
い
て
菓
適
が
改
革
案
と
し
て
示
し
た
の
は
、
新
進

士
や
、
任
子
に
よ
る
応
仕
者
を
、
こ
れ
ま
で
の
背
更
に
代
え
て
そ
の
役

目
に
つ
か
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
莫
通
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
三

利
」
が
あ
る
と
説
き
、
一
つ
は
、
「
士
人
は
顧
惜
す
る
こ
と
終
身
な
り

て
、
法
を
畏
れ
義
を
尚
び
、
受
財
鷲
獄
は
必
ず
大
い
に
減
る
」
な
ど
と

し
て
、
士
大
夫
の
採
用
が
不
正
の
減
少
を
も
た
ら
す
こ
と
を
言
い
、
あ

と
の
二
つ
と
し
て
、
「
封
建
の
勢
」
が
除
去
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
冗
官

の
息
」
も
除
か
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

北
宋
の
王
安
石
が
倉
法
を
施
行
し
て
、
同
時
に
背
吏
の
待
遇
を
改
善

し
た
こ
と
に
比
べ
、
育
更
を
廃
し
て
士
大
夫
に
た
よ
る
と
い
う
葉
適
の

改
革
案
は
、
一
見
、
大
胆
な
改
革
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

角
度
を
変
え
て
言
え
ば
、
背
吏
だ
け
で
な
く
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
官

員
も
、
か
な
り
の
多
数
の
者
が
、
銭
物
を
め
ぐ
る
不
正
に
大
な
り
小
な

り
関
与
し
て
い
た
と
さ
れ
る
宋
代
に
お
い
て
、
そ
れ
に
対
し
て
王
安
石

が
倉
法
施
行
で
徹
底
し
よ
う
と
し
た
よ
う
な
法
的
規
制
を
伴
わ
な
い
形

で
の
い
か
な
る
改
革
も
、
大
き
な
効
果
を
表
す
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思

う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
菓
適
の
こ
の
改
革
案
が
、
そ
う
し
た
官
員

・
背
吏
全
体
の
構
造
的
弊
害
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
真
に
鋭
く
迫
ろ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
か
に
は
、
限
界
が
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
菓
適
は
、
財
政
規
模
の
縮
小
に
力
点
を

置
い
て
主
張
を
展
開
し
て
、
簡
素
な
国
家
機
構
を
あ
る
べ
き
姿
と
し
て

お
り
、
中
央
政
府
に
よ
る
財
政
管
理
の
強
化
に
は
き
わ
め
て
消
極
的
な

立
場
に
立
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
菓
適
の
ね
ら
い
と
し
て

は
、
人
材
活
性
化
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
た
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
財

政
上
の
不
正
を
な
く
す
こ
と
に
対
し
、
実
質
的
に
は
及
び
腰
の
対
応
し

か
提
示
し
な
い
と
い
う
姿
勢
を
生
み
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
財
政
支
出
面
の
改
革
案
に
つ
い
て
も
、
莫
適
の
経
歴
と
関

連
さ
せ
つ
つ
検
討
し
て
お
き
た
い
。
兵
数
の
削
減
な
ど
、
(
外
憂
)
に

記
さ
れ
た
基
本
的
な
改
革
案
の
内
容
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、

軍
事
関
係
以
外
の
面
で
、
と
く
に
社
会
救
済
策
に
つ
い
て
、
慶
元
の
党

禁
で
一
旦
罷
免
さ
れ
た
後
の
湖
南
転
運
判
官
で
の
体
験
を
も
と
に
、
嘉

泰
三
年
の
r
水
心
文
集
」
巻
一
「
上
寧
宗
皇
帝
節
子
二
」
で
、
ま
と
ま

っ
た
形
で
の
言
及
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
小
数
の
年

に
は
農
村
は
州
県
の
賑
敦
に
仰
ぎ
、
城
市
の
民
は
端
境
期
に
常
平
の
穀

物
を
食
す
る
者
が
十
家
の
う
ち
九
で
あ
る
と
述
べ
て
、
転
遅
司
の
職
責

の
重
要
性
を
言
い
、
さ
ら
に
、
州
県
か
ら
は
こ
れ
以
上
取
れ
な
い
の
で
、

転
運
司
自
ら
が
何
ら
か
の
利
源
を
択
び
、
州
県
の
民
衆
と
相
い
妨
げ
に

な
ら
な
い
よ
う
に
し
、
ま
た
他
司
に
参
考
に
な
る
例
が
あ
れ
ば
そ
れ
に

よ
っ
て
処
理
し
て
い
く
と
、
「
棺
や
余
積
有
り
て
、
万
一
の
水
早
急
難

ち
か

の
百
姓
指
準
の
地
と
為
す
に
庶
し
」
と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
災
荒

時
等
の
救
済
や
常
平
倉
に
つ
い
て
、
菓
適
は
、
そ
の
必
要
性
を
認
識
し

て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
農
民
に
低
利
の
貸
付
を
積
極

的
に
お
こ
な
う
青
首
法
レ
ベ
ル
の
救
済
策
ま
で
肯
定
し
た
こ
と
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
菓
適
は
、
青
苗
法

な
ど
の
王
安
石
の
社
会
救
済
策
に
対
し
て
、
盲
人
・
大
商
人
の
利
害
を
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重
視
し
っ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
難
を
浴
び
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
態
度
は
、
時
期
が
減
る
が
、
王
安
石
の
青
苗
法
施
行
に
際

し
て
の
韓
埼
・
司
馬
光
ら
の
論
調
と
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
韓
埼
・
司
馬
光
両
者
の
場
合
も
、
社
会
救
済
策
を
全

く
欠
い
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
青
首
法
を
取
り
や
め
る
代
わ
り

に
、
そ
の
青
苗
法
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
な
い
従
来
の
形
で
の
常
平
倉

を
復
活
さ
せ
る
よ
う
理
言
し
て
い
た
。
彼
ら
の
か
よ
う
な
意
見
が
、
青

苗
法
に
よ
っ
て
害
を
被
る
富
者
た
ち
の
利
害
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と

(
3
0
)

は
、
東
一
夫
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
代

(
3
1
)

案
と
も
言
う
.
へ
き
常
平
倉
に
し
て
も
、
今
堀
誠
二
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

賑
擢
・
賑
貸
・
賑
給
な
ど
の
機
能
を
も
ち
な
が
ら
、
決
し
て
大
地
主
た

ち
の
利
益
に
背
反
し
て
運
営
さ
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
稟
適
が
、
国
家
財
政
を
よ
り
積
極
的
に
活
用

す
る
形
で
の
社
会
救
済
策
を
推
進
す
る
意
図
は
、
慶
元
の
党
禁
の
後
の

地
方
官
勤
務
の
体
験
を
経
て
な
お
、
依
然
と
し
て
な
か
っ
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
後
、
開
繕
用
兵
に
際
し
て
柔
道
は
慎
重
論
を
唱
え
な

が
ら
、
そ
の
意
見
は
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
金

兵
が
逆
に
南
宋
領
内
に
攻
め
込
ん
で
来
る
に
及
び
、
菓
適
は
、
知
建
康

府
兼
沿
江
制
置
使
に
任
じ
ら
れ
、
軍
民
を
組
織
し
、
金
軍
の
北
帰
ま
で

抵
抗
を
続
け
た
。
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
後
、
推
南
で
の
瑾
鳩
の
整
備
に
当

た
っ
た
経
験
を
も
と
に
し
て
晩
年
に
、
屯
田
を
基
本
と
し
た
養
兵
の
構

想
を
ま
と
め
た
の
が
、
『
水
心
別
集
」
巻
十
六
(
後
総
)
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
(
外
彙
)
で
示
さ
れ
た
も
の
よ
り
、
さ
ら
に
具
体
的
な
手

段
も
含
み
込
ま
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
資
産
を
も
っ
た
各
地
の
者
や

塩
茶
米
商
を
募
っ
て
官
爵
を
与
え
、
屯
田
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
提
言

し
た
り
、
あ
る
い
は
、
温
州
を
例
に
細
か
い
デ
ー
タ
を
示
し
っ
つ
、
買

田
陪
軍
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
、
か
な
り
斬
新
な

視
点
も
新
た
に
盛
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
が
、
そ
の
根
本
は
、
地
域
自
給

的
な
軍
糧
調
達
を
原
則
と
し
て
、
従
来
各
地
か
ら
北
辺
の
軍
糧
補
給
を

つ
か
さ
ど
る
四
総
領
所
に
送
ら
れ
て
い
た
「
六
千
万
楷
及
び
米
絹
」
を

な
く
し
、
さ
ら
に
、
買
田
腔
軍
に
と
も
な
っ
て
両
税
賦
課
の
軽
減
を
図

ろ
う
と
す
る
な
ど
、
(
外
憂
)
　
で
構
想
さ
れ
て
い
た
財
政
規
模
の
縮
小

と
い
う
方
針
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。

か
よ
う
な
提
案
は
、
安
上
が
り
な
防
衛
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
大

い
に
そ
の
可
能
性
を
追
求
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
軍
事
的
に
騎
馬
の
圧
倒
的
優
位
さ
を
誇
る
北
方
民
族
に
対
し
、

果
た
し
て
「
一
を
以
て
一
に
当
た
る
」
こ
と
が
、
ど
こ
ま
で
可
能
な
の

か
。
か
り
に
防
衛
局
面
に
お
い
て
、
か
よ
う
な
地
域
ご
と
の
軍
隊
が
相

当
な
手
ご
わ
さ
を
発
揮
す
る
　
ー
　
菓
適
自
身
が
身
を
も
っ
て
示
し
た
よ

う
に
　
ー
　
に
し
て
も
、
華
北
の
回
復
を
担
う
十
分
な
力
ま
で
も
ち
得
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

た
「
特
だ
田
を
以
て
兵
を
養
い
、
而
し
て
税
を
以
て
兵
を
養
わ
ず
」
と
い

う
方
針
を
も
つ
薬
適
は
、
軍
事
の
面
に
お
い
て
も
、
全
国
的
規
模
で
の

財
政
の
積
極
的
活
用
を
で
き
る
だ
け
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
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四
、
結

語以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
菓
適
が
北
宋
以
来
の
宋
代
財
政
を
い
か

な
る
視
点
に
お
い
て
認
識
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
出
さ
れ
た

財
政
改
革
案
が
現
実
の
政
治
と
の
関
連
の
中
で
、
い
か
な
る
方
向
性
を

も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め

て
、
稟
適
の
財
政
改
革
案
が
果
た
し
た
役
割
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
葉
適
が
、
と
く
に
王
安
石
以
後
、
北
宋
末
期
の
察
京
ら
を
経

て
、
経
総
制
銭
に
代
表
さ
れ
る
南
宋
の
激
し
い
収
奪
に
至
る
過
程
と
し

て
、
宋
代
財
政
の
流
れ
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
が
示
し
た

財
政
改
革
案
に
お
い
て
は
、
財
政
規
模
の
縮
小
と
い
う
こ
と
に
、
非
常

に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
大
き
な
論
点
の
一
つ
で
あ
る
菓
適
の

減
税
提
案
は
、
も
ち
ろ
ん
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
経
稔
制
銭
・
月
椿
銭
な
ど
に
限
っ
て
言
え
ば
、
淳
配
…
年
間
終
盤
に

高
ま
っ
た
そ
れ
ら
の
減
額
へ
の
動
き
の
一
端
を
担
っ
た
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
淳
配
二
六
年
に
大
き
な
幅
と
は
言
え
な
い
な
が
ら

も
減
額
が
実
現
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
当
時
の
収
奪
の
行
き
過
ぎ
に

対
し
て
、
そ
れ
を
緩
和
す
る
方
向
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
同
時
に
、
問
題
点
も
存
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一

つ
と
し
て
、
民
間
経
済
の
自
律
性
を
重
視
し
て
、
財
政
規
模
の
縮
小
を

強
調
す
る
菓
適
の
見
解
は
、
「
今
」
に
至
る
財
政
の
推
移
.
に
つ
い
て
、

宋
代
を
通
し
て
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
全
体
に
お
い
て
も
、
財
政
規
模
の

拡
大
そ
れ
自
体
を
退
歩
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
認
識
に
立
脚
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
国
家
に
新
た
な
積
極
的
機
能
を
見
出

そ
う
と
す
る
展
望
に
は
乏
し
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
た
め
、
財
政
支

出
に
基
づ
く
軍
事
面
・
社
会
政
策
面
な
ど
で
の
国
家
的
諸
活
動
が
、
葉

適
の
構
想
に
よ
る
限
り
で
は
、
政
策
と
し
て
の
実
効
性
・
広
範
性
の
点

で
、
一
定
の
限
界
を
内
包
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
が
最
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
王
安
石
に
対
す
る
評
価

を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
財
政
規
模
拡
大
へ
の
転
機
を
王
安
石

に
求
め
、
そ
れ
以
後
の
宋
代
財
政
の
推
移
を
批
判
的
に
論
じ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
逆
に
、
王
安
石
が
少
な
く
と
も
理
想
と
し
て
抱
い
て
い
た
社

会
救
済
の
構
想
ま
で
も
が
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
単
に
富
民
・
大
商
人
の
利
害
と
い
う
経
済
的
側
面
か
ら
だ
け
で

な
く
、
葉
適
の
財
政
そ
の
も
の
に
対
す
る
捉
え
方
に
則
し
て
把
握
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
中
央
政
府
か
ら
の
統
制
を
ゆ
る
め
る
こ
と
を
力
説
す

る
あ
ま
り
、
財
政
上
の
「
診
漏
」
を
取
り
除
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ

ま
り
熱
意
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
、
稟
適

自
身
が
、
官
僚
群
全
体
の
利
害
か
ら
あ
ま
り
超
越
し
て
は
い
な
か
っ
た

こ
と
ば
か
り
か
、
明
瞭
か
つ
綿
密
な
財
政
運
用
を
進
め
る
こ
と
へ
の
指

向
性
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
国
家
の
財
政
を

積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
だ
け
な
く
、
国
家

機
構
に
内
包
さ
れ
て
い
る
矛
盾
点
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
意
義
も
、
決

し
て
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
宋
代
の
実
際
の
財
政
運
営
が
、
自
制
力
の
欠
如
か
ら
容
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易
に
収
入
増
へ
と
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
事
実
で
あ
る
以
上
、
葉

適
の
批
判
も
、
そ
の
見
直
し
の
う
え
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
し
か
し
、
如
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
る
な

ら
ば
・
そ
れ
は
、
財
政
規
模
の
不
必
要
な
拡
大
や
収
奪
の
行
き
過
ぎ
に

対
す
る
単
な
る
歯
止
め
と
し
て
の
存
在
に
と
ど
ま
っ
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。ま

た
・
宋
代
の
経
済
一
般
と
の
関
係
で
は
、
現
実
を
踏
ま
え
た
思
想

家
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
葉
適
が
、
財

政
と
い
う
国
家
と
の
関
係
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
方
策
を

欠
く
と
し
て
「
書
生
」
扱
い
さ
え
受
け
る
こ
と
の
あ
っ
た
原
因
も
、
こ

う
し
た
問
題
点
の
中
に
兄
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

註
(
l
)
同
書
(
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
五
〇
年
。
も
と
上
海

黎
明
書
局
よ
り
、
一
九
三
七
年
)
第
九
編
第
三
章
-
二
「
表
現
初
期
市

民
階
級
素
撲
的
政
治
意
識
之
菓
適
陳
亮
」
。
ま
た
、
呂
振
羽
氏
に
は
、
「
論

集
適
思
想
-
　
中
華
書
局
輯
刊
菓
適
集
序
-
」
(
r
葉
適
集
」
第
一
冊
、

中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
)
も
あ
る
。

(
2
)
同
書
第
四
巻
下
(
人
民
出
版
社
、
一
九
六
〇
年
)
第
十
六
章
「
葉
適

的
唯
物
主
義
思
想
及
其
対
哲
学
遺
産
的
批
判
」
。

(
3
)
胡
寄
寓
「
中
国
経
済
思
想
史
」
下
冊
(
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八

一
年
)
第
一
部
分
第
五
章
「
葉
適
的
経
済
思
想
」
、
葉
世
昌
「
中
国
経
済

思
想
簡
史
」
中
冊
(
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
)
第
三
章
第
七

節
「
菓
適
的
経
済
思
想
」
、
周
夢
江
「
葉
適
的
経
済
思
想
」
(
「
温
州
師
院

学
報
」
一
九
八
八
年
第
一
期
)
、
漆
侠
r
宋
代
経
済
史
」
下
冊
(
上
海
人

民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
)
第
三
十
二
章
「
南
宋
功
利
主
義
的
経
済
思

想
、
那
牧
対
封
建
専
制
主
義
的
批
判
」
、
徐
規
「
時
論
葉
適
的
学
術
和
事

功
　
-
　
紀
念
葉
適
誕
生
八
四
〇
年
」
(
「
東
南
文
化
」
一
九
八
九
年
第
六

期
)
、
菓
坦
「
葉
適
経
済
思
想
研
究
」
(
r
中
国
社
会
経
済
史
研
究
し
一
九

九
一
年
第
三
期
)
。

(
4
)
　
r
水
心
別
集
」
巻
二
(
進
巻
)
「
財
計
上
」
。

(
5
)
註
(
3
)
周
夢
江
論
文
。

(
6
)
　
r
歴
代
名
臣
奏
議
」
巻
一
百
八
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
月
椿
銭
の
徴

収
が
違
法
な
収
奪
を
招
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
月
椿
銭
の
濁
減
を
要

求
し
て
い
る
。

(
7
)
　
r
文
献
通
考
」
巻
十
九
(
征
椎
六
)
。

(
8
)
近
藤
一
成
「
宋
代
永
嘉
学
派
の
理
財
論
1
菓
通
を
中
心
と
し
て

ー
」
(
r
史
観
」
九
二
、
一
九
七
五
年
)
、
五
〇
～
五
一
頁
。

(
9
)
胡
寄
宙
・
談
敏
r
中
国
財
政
思
想
史
二
中
国
財
政
経
済
出
版
社
、
一

九
八
九
年
)
第
十
一
章
第
五
節
「
葉
適
的
財
政
思
想
」
。

(
1
0
)
そ
の
他
、
財
政
論
そ
の
も
の
の
問
題
点
と
し
て
の
指
摘
と
は
や
や
角

度
を
異
に
す
る
が
、
W
i
n
s
t
O
n
W
a
n
L
O
氏
は
、
薬
適
の
提
言
が
実
現
す

る
か
ど
う
か
が
、
最
終
的
に
皇
帝
の
意
志
に
か
か
っ
て
い
た
と
い
う
限

界
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
W
i
n
s
t
O
n
 
W
a
n
 
L
O
-
3
訂
h
立
付
巨
象

3
0
武
雷
電
S
b
S
已
P
 
H
O
n
g
K
O
n
g
l
T
h
e
C
h
i
n
e
s
e
U
n
i
く
e
r
S
i
t
y

O
f
H
O
n
g
K
O
n
g
こ
笥
喜
c
h
.
∽
参
照
。

(
1
1
)
薛
向
に
つ
い
て
は
、
戴
裔
焙
r
宋
代
妙
塩
制
度
研
究
し
(
中
華
書
局
、

一
九
八
一
年
。
も
と
商
務
印
書
館
よ
り
、
一
九
五
七
年
)
第
三
編
第
四

章
「
妙
塩
制
度
之
変
遷
与
煩
壊
」
、
熊
本
崇
「
薛
向
略
伝
1
北
宋
財
務

官
僚
の
軌
跡
1
」
(
r
集
刊
東
洋
学
」
五
一
、
一
九
八
四
年
)
、
同
「
均
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輸
法
試
論
　
-
　
「
薛
向
略
伝
」
補
遺
　
-
　
」
(
「
東
方
学
」
六
九
、
一
九

八
五
年
)
、
郭
正
忠
「
宋
代
塩
業
経
済
史
」
(
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇

年
)
第
八
章
-
三
「
北
宋
中
後
期
解
塩
妙
法
的
変
異
」
、
参
照
。

(
1
2
)
呉
居
厚
の
課
利
増
収
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
r
宋
会
要
輯
稿
」
食
貨
二

四
-
二
二
～
二
三
(
塩
法
)
　
二
冗
豊
六
年
二
月
二
十
八
日
の
条
、
「
同
」

食
貨
一
七
1
二
六
(
商
税
四
)
・
同
年
九
月
四
日
の
条
、
参
照
。

(
1
3
)
葉
京
の
塩
法
改
革
に
つ
い
て
は
、
註
(
1
1
)
戴
裔
喧
「
宋
代
診
塩
制

度
研
究
」
第
三
編
第
五
章
「
妙
塩
制
及
其
功
能
之
転
変
」
、
茶
法
の
整
備

に
つ
い
て
は
、
梅
原
郁
「
宋
代
茶
法
の
一
考
察
」
(
「
史
林
」
五
五
-
一
、

一
九
七
二
年
)
・
塩
茶
の
収
入
額
の
増
加
に
つ
い
て
は
・
日
野
開
三
郎
「
北

宋
時
代
に
お
け
る
貨
幣
経
済
の
発
達
と
国
家
財
政
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
一
考
察
」
(
も
と
一
九
三
四
年
。
の
ち
「
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
」

第
六
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
八
三
年
、
所
収
)
、
参
照
。

(
1
4
)
久
富
寿
「
南
采
の
財
政
と
経
総
制
銭
」
(
「
北
大
史
学
」
九
、
一
九
六

四
年
)
、
参
照
。

(
1
5
)
燕
山
の
役
後
の
免
夫
銭
徴
収
に
つ
い
て
は
、
曽
我
部
静
雄
r
宋
代
財

政
史
」
(
生
活
社
、
一
九
四
一
年
)
第
三
篇
第
五
章
「
末
代
の
雑
役
」
、

和
田
清
編
「
宋
代
食
貨
志
訳
注
(
こ
」
(
東
洋
文
庫
、
一
九
六
〇
年
)
「
和

濯
」
の
項
、
七
四
六
～
七
五
二
頁
、
参
照
。

(
1
6
)
黄
潜
善
ら
南
宋
初
期
の
高
宗
擁
立
集
団
お
よ
び
呂
瞭
浩
・
葉
夢
得
の

採
っ
た
財
政
政
策
に
つ
い
て
は
、
寺
地
連
署
「
南
宋
初
期
政
治
史
研
究
」

(
採
水
社
、
一
九
八
八
年
)
七
一
～
七
二
、
九
八
～
九
九
、
二
七
六
頁
、

参
照
。

(
1
7
)
経
総
制
銭
に
つ
い
て
は
、
註
(
1
4
)
久
富
論
文
、
梅
原
郁
「
南
宋
両

税
制
度
雑
致
-
一
中
国
王
朝
の
教
税
体
系
-
」
(
「
国
家
-
理
念

と
制
度
I
L
、
一
九
八
九
年
)
、
席
海
鷹
「
試
論
南
宋
経
捻
制
銭
的
徴

収
及
社
会
影
響
」
(
r
新
江
学
刊
」
一
九
八
九
年
第
四
期
)
、
参
照
。

(
柑
)
　
「
習
学
記
言
序
旦
巻
四
十
五
・
管
子
に
お
い
て
も
、
菓
適
は
「
管

ワ
ニ
に
つ
い
て
、
「
此
の
書
、
方
に
申
(
不
害
)
・
韓
(
非
子
)
の
先
駆
、

(
商
)
洪
・
(
李
)
斯
の
初
覚
為
り
、
民
は
其
の
禍
を
慣
れ
て
其
の
福

を
蒙
ら
ざ
る
な
り
、
哀
し
き
か
な
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
1
9
)
寺
地
遵
「
五
代
北
宋
政
治
史
概
説
」
(
今
掘
誠
二
編
r
中
国
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
」
勤
草
書
房
、
一
九
八
三
年
)
、
参
照
。

(
州
こ
宮
崎
市
定
著
「
中
国
政
治
論
集
　
王
安
石
か
ら
毛
沢
東
ま
で
」
(
中
央

公
論
社
、
一
九
九
〇
年
)
四
〇
二
～
四
一
七
頁
、
参
照
。

(
2
1
)
　
r
水
心
別
集
」
巻
三
へ
進
巻
)
「
官
法
中
」
に
「
文
武
分
か
た
ぎ
れ
ば

則
ち
官
は
冗
な
ら
ず
、
官
吏
分
か
た
ぎ
れ
ば
則
ち
官
は
冗
な
ら
ず
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
讐
荒
木
見
悟
「
南
宋
功
利
学
派
に
つ
い
て
-
機
能
川
と
葉
水
心
-
」

(
r
中
国
思
想
史
の
諸
相
」
、
中
国
書
店
、
一
九
八
九
年
)
、
参
照
。

(
讐
以
下
、
葉
適
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
周
学
武
著
r
葉
水
心
先
生
年
譜
」

(
大
安
出
版
社
、
一
九
八
八
年
)
を
参
照
し
た
。

(
2
4
)
周
必
大
r
周
益
国
文
忠
公
集
」
巻
百
四
十
(
奏
議
巻
七
)
「
乞
岬
珂
減
月

椿
経
総
制
銭
一
半
」
、
参
照
。

(
2
5
)
註
(
1
7
)
席
海
贋
論
文
、
参
照
。

(
%
こ
　
「
宋
会
要
輯
稿
」
食
貨
六
四
-
一
〇
五
(
経
総
制
銭
)
・
淳
紀
一
十
六
年

二
月
四
日
の
条
。

(
2
7
)
註
(
7
)
に
同
じ
。

(
竺
曽
小
筆
「
宋
朝
考
課
制
度
述
略
」
(
「
中
共
斬
江
省
委
党
校
学
竺
一

九
八
八
年
第
二
期
。
「
複
印
報
刊
資
料
・
宋
遼
金
元
史
」
一
九
八
七
年
第
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四
期
、
所
収
)
。

(
翌
寺
地
遵
「
花
仲
滝
の
政
治
論
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」
(
r
広
島
大
学
文

学
部
紀
要
」
三
一
-
二
、
一
九
七
二
年
)
、
近
藤
一
成
「
北
宋
「
慶
暦
の

治
し
小
考
」
(
r
史
滴
】
五
、
一
九
八
四
年
)
、
参
照
。

〓
剖
)
東
一
夫
著
r
王
安
石
新
法
の
研
究
し
(
風
間
書
房
、
一
九
七
〇
年
)
第

二
編
琴
二
軍
「
青
苗
法
・
市
易
法
と
社
会
政
策
」
。

(
竺
今
堀
誠
二
「
宋
代
常
平
倉
研
究
(
上
)
・
(
下
)
」
(
「
史
学
雑
誌
」
五
六

-
一
〇
二
一
、
一
九
四
六
年
)
。

(
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
)

広
島
史
学
研
究
会
会
則

二
九
七
八
年
一
〇
月
改
正
)

第
一
粂
　
本
会
は
広
島
史
学
研
究
会
と
林
す
。

第
二
粂
　
本
会
は
歴
史
学
お
よ
び
歴
史
学
に
関
連
す
る
諸
科
学
を
研
究
し
、
さ
ら
に

そ
の
普
及
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
研
究
者
の
連
絡
協
同
を
目
的
と
す
る
。

挙
二
条
　
本
会
は
次
の
事
業
を
行
う
。

会
誌
「
史
学
研
究
」
の
発
行

研
究
会
・
講
演
会
・
討
論
会
お
よ
び
資
料
展
覧
会
等
の
開
催

図
書
出
版

そ
の
他
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
に
適
当
な
諸
事
業

第
四
粂
　
本
会
の
目
的
に
賛
同
す
る
者
は
会
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
員
は
所

定
の
会
費
(
年
率
二
、
二
〇
〇
円
)
を
納
め
て
本
会
の
事
業
に
参
加
し
、

会
誌
の
配
布
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
会
員
は
年
一
回
の
総
会
に
お
い
て

本
会
の
会
計
お
よ
び
事
業
を
蹟
決
し
役
員
を
痩
任
す
る
。

第
五
条
　
本
会
に
次
の
後
月
を
置
く
。
任
期
は
一
年
と
し
再
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

柁
　
事
　
一
二
名
(
内
一
名
理
事
長
)

監

　

事

　

　

二

名

評
蹟
員
　
　
若
干
名

理
事
・
監
事
は
総
会
で
選
出
さ
れ
る
。

理
事
は
理
事
会
を
構
成
し
、
会
務
を
処
理
す
る
。

理
事
長
は
理
事
会
に
お
い
て
互
遺
さ
れ
、
本
会
を
代
表
す
る
。

監
事
は
会
計
を
監
査
す
る
。

評
嬢
員
は
理
事
会
の
推
薦
に
よ
り
、
総
会
の
承
認
を
得
て
遺
任
さ
れ
、
理

事
会
の
諮
問
に
応
ず
る
。

第
六
粂
　
理
事
会
は
琴
二
条
に
定
め
る
専
業
を
連
行
す
る
た
め
委
員
会
を
置
き
、
委

員
若
干
名
を
委
嘱
す
る
。

第
七
粂
　
本
会
は
事
務
室
を
広
島
大
学
文
学
部
内
に
お
く
。

付
　
　
　
則

一
、
本
会
の
会
計
年
度
な
ら
び
に
役
員
年
度
は
一
月
一
日
か
ら
l
二
月
三
一
日
ま

で
と
す
る
。

二
・
本
会
則
は
昭
和
五
四
年
度
か
ら
そ
の
効
力
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。

0
　
会
費
年
額
三
、
二
〇
〇
円
は
前
納
。

0
　
「
史
学
研
究
」
は
年
四
回
発
行
。
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日俄戦後的清洲問題

一封韓国統監伊藤博文的分析-

・ : ^^^E

本論文以伊藤博文的活動烏線索,試国分折口俄戦後(一九〇五～一九〇九年間)西園寺公

望、桂太郎両内閣的封滞政策的展開和奨遷o

II V,俄jr :r;::.j. rv Kril;二川・jItf没j*4i.:"iF--"':''?}..n.-'-Hft'J -さ　.¥v-rn- 【1 UUJni州ft'Ji'ifll

経済猫占政策促便了日英、日米在満矛盾的不断加深。西園寺内閣烏了協調國際関係、援和典

英米的矛盾,利用元老伊藤博文的特殊地位,就調節陸軍和政府的衝突、限制陸軍在満洲的`猫

走"行為作了諸多的嘗試。

然而,桂内閣的成立給西園寺内閣的4封満協調外交"打上了終止符o明治四十一年九月・

以永久占領満洲並不惜使用武力的"封清外交方針"的制定,標志着日本封清政策的進一歩載

醍,同時也必然促使日清関係的緊張O封政府的封清武力威藍手段持異議的伊藤博文断然辞去

・*LIこV:-uこ蝣iu. r-u上.1;:こ1.川-'UrnrM,,1!ド∴ fi^ N-i'ji;附.矧:j治郎IIYJぐ柁政策.mT蝣蝣irt'j'-'二三

破ロ。

葉遍的宋代財政親和財政改革方案

岡　　　元　司

・蝣'X11 1 1 1蝣蝣?, ''.; :<:v-v--.蝣:u;　　品itr.rd'/蝣蝣'「代・.・:.(・-I:;ミWWi'M　*'刊・:二ft'JIT済ii、l.'-J

究意封南宋國家政策的制定産生過何種作用?封此則歴来論及較少.本文即試固通過封葉遠財

政理論的具曽考察来討論這-問題。

本文首先封葉適的宋代財政観作了考察。甫宋政府的財政規模過於暁鐘・致弊之由主要有雨

個方面: -是財政収入。葉通認烏財政収入的暁珪枝蔓肇端於北宋王安石執宰時乱而立後政

・蝣>W¥'Mll> lL,Lf:Wi?号r;ra二二wri'ji'i jこ　TN.i,.一・*;"いJユ,J'*'Tvi| ;二・'Juf放lCiii.'/Lli　耳蝣Jl."

烏南宋政府支出髄大,是由兵員劇寵、開鏑浩繁所致O此外,財源渠道的経緯散乱也是使財

政収入防人碧境的重要原因之一。如此擁睦雑乱的財政状況,必然引起掠奪百姓、加劇人民負

按的厳重後果,同時也造成了兵員質量降低,殿商大戸封社会経済獲起的調節作用消失,以及

地方官員的負揺加重等悪果。

基於這種詑乱葦適提出了他的財政改革方案,其内容主要是:一,縮減財政収入;二,戟

撤兵額;≡,精簡財政管理手鑑以使財権部分地化蹄地方o淳照十六年(1189年)南宋政府

有限度地縮減了経線制鏡等,這腹該看作是封葉適改革方案的部分採納.

但是,葉適的改革方案存在着不少問題。首先,葉通過分強調了縮減財政規模,而忽略了封

南宋財政上的"渉漏"現象這-厳重問題的解決,這主要表現在他封國用司的批評和他封把仲

滝的評贋上。其次,他在勤用政府財款施行社台救済方面顧得消極被動・這影響了社会生産的

正常進行。此外,他的裁撤兵額也只是在軍事防禦方面起了-些作用,封於収復北方失地却未

2
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必有益。綜観菓適的財政理論和改革方案,只是在一定程度内抑制了南宋財政的悪性接展和封

人民的韓意掠奪,其歴史作用是極鳥有限的o

Les relations ideales entre le royaume Franc et l'Empire

byzantinえIa fin du Vle siとclerune analyse des EPISTOLAE

AUSTRASICAE 25-47.

par Tatuyuki Hashimoto.

Cette article a pour but d'edairdr les relations ideales reconnues par les contem-

porains entre l'Empire byzantin et le Regnum Fraucornm, surtout le royaume de

Childebert n en Austrasie, en utilisant les EPISTOLAE AUSTRASICAE 25-47 comme

document.

Pour comprendre ces relations ideales, il faut extraire deux traits qui se trouvent dans

ces letters. D une part, on trouve des expressions qui signifient la preeminence de

dignite de l'empreur byzantin sur le roi franc et la relation pとre-fils fictive entre eux,

non seulement dans les lettres byzantines, mais aussi dans les lettres austrasiennes. D'

autre part, on trouve cependant dans les lettres austrasiennes des expressions qui indi-

quent 1 egalite de l'Austrasie et de Byzance, particuliとrement par la formule utraque

gens. L adjectif utraque indique l'Austrasie et Byzance. Et on y decrit chaque gens

comme 1 existence politique qui puisse faire la paix ou conclure une allianceえtitre

Jgal. Par consequant, ce que signifie le mot gens dans les lettres austrasiennes, ce n'

est plus une des nations barbares autour de l'Empire romain auxquelles les 6rivains. sur-

tout ceux de la fin de l'Empire d'Occident, appliquとrent le mot gentes, mais c'est une

communaute politique, c'est-i-dire l'ensemble de la 《nation》 envisagee par rapport

au souverain.

A la cour d'Austrasie, paraiトil, le deuxiとme trait exer?ait progressivement plus d'in-

fluence que le premier. Ce serait, au moins, une signe de la restructuration politique

qui montre le passage de l'ancien ordre des relations entre la respublica et les gentes bar-

bares des environs au nouvel ordre des relations entre une gens et une autre gens.
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