
綱

法

成

立

に

む

け

て

1

嘉

靖
、
万

暦

期

に

お

け

る

積

引

問

題
ー

森

紀

子

は

じ

め

に

(1

)

万
暦

四
十
六
年
(
一
六

一
八
)、
巡
塩
御
史
竜
遇
奇
の
奏
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
塩
政
綱
法
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
両
准
塩
法
疏
理
道
哀
世
振

の
提
言
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
行
も

「丁
巳
年

(万
暦
四

(
2
)

十

五
年

)

の
塩

法

を

も

っ
て
疏

理

の
始

め

と

な

す
」

も

の

で
あ

っ
た

こ

と

は

よ

く
知

ら

れ

て

い

る
。

こ

の
綱

法

は
、

こ
れ

に

よ

っ
て

「
商

(3

)

専
売
の
制
度
が
確
立
し
、
そ
れ
が
清
代
に
継
承
さ
れ
た
」
も
の
と
し

て
、
す
な
わ
ち
、
「商
人
に
は
永
久
に

塩
引
占
有
権
が
認
め
ら
れ
、

(4

)

子
々
孫

々
に
そ
の
権
利
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
」
点
を
も

っ
て
、
塩
法
史
上
に
画
期
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
効
果
は
い
わ
ば
結
果
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
綱
法
成

立
の
意
図
は
あ
く
ま
で
も
、
万
暦
年
間

に
積
滞
し
た
塩
引
を
消
化
す

る
こ
と
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
先
学
も
指
摘
し
、
何
よ
り
も
裳
世
振
自

身
が
そ
の
議
論
に
お
い
て
詳
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

綱
法
実
施

の
前
年
、
や
は
り
衰
世
振
の
起
草
に
か
か
る
戸
部
十
議

(5

)

の
疏
が
、
戸
部
尚
書
李
汝
華
に
よ

っ
て
奏
上

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
戸

部
十
議
の
提
案
が
、
そ
の
ま
ま
綱
法
と
し
て
成
立
実
施
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
目
前

の
塩
政
上
の
問
題
点
に
詳
し
く
、
我
々
が
当
時

を
う
か
が
う
よ
す
が
と
な
る
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
の
議
論
を
参
照
し

つ
つ
、
綱
法
成
立
前

の
、
と
り
わ
け
嘉
靖
、
万
暦
期
に
お
け
る
両
潅

塩
政
上
の
問
題
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

C-)

 

蓋
し
我
朝
の
塩
法
、
正
徳
よ
り
今
に
迄

る
ま
で
凡
そ
三
圧
し
て

今
甚
は
だ
し
き
と
な
す
。
正
徳
末
年
、
権
闊
占
窩
し
准
塩
大
い

一一62一



に
塞
す
。
嘉
靖
初
年
に
至
り
、
小
塩
の
法
を
な
し
、
以
て
こ
れ

を
疏
す
。
嘉
靖
末
年
、
郡
愁
卿
、
引
三
十
五
万
を
増
行
し
、
准

塩
再
た
び
大
い
に
童
す
。
隆
慶
初
年
に
至
り
、
廃
尚
鵬
、
小
塩

の
法
に

倣
い
、
以
て
こ
れ
を

疏
す
。
今
に
迄
る
ま
で

十
余
年

(6

)

来
、
瑞
課
横
行
し
、
潅
塩
復
た
び
ま
す
ま
す
大
い
に
塞
す
。

衰
世
振

の
認
識
で
は
、
正
徳
末
年
、
嘉
靖
末
年

の
二
度
に
わ
た
る

塩
法
の
混
乱
に
つ
い
で
、
現
在

(万
暦
四
十
四
年
)
は
三
度
目
の
危

機
で
あ
り
、
そ
の
直
接
的
な
原
因
は
十
数
年
来
の

「瑠
課
横
行
」
に

あ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
い
う

「
瑠
課
」
と
は
、
宣
官
魯
保
に
よ

っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
浮
課
を
さ
す
。

す
な
わ
ち
、
万
暦
年
間
、
王
朝
財
政
は
大
工
事
費
に
軍
費
に
と
巨

大
な
出
費
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
調
達
の
た
め
に
塩
税
の
増
徴

が
は
か
ら
れ
た
。
寧
夏
の
反
乱
に
際
し
て
は
八
万
引
の
、
朝
鮮
の
役

(7

)

(東
征
)
に
は
四
万
引
あ
ま
り
の
塩
引
が

「
加
増
塩
」
と
し
て
額
外

に
増
設

さ
れ
た
の
を

一
例
に
、
各
辺
の
新
引
増
加
は
毎
年
二
十
万
を

下
ら
ず
、
ま
た
、
大
工
事
費
の
工
面
に
は
、
印
号
も
不
明
な
古
い
廃

引

(違
没
引
塩
)
六
十
余
万
引
が
か
き
集
め
ら
れ
て
額
外
に
流
通
せ

し
め
ら

れ
る
有
様
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
て
、
従
来
九
十
五
万
両
が
定

額
で
あ

っ
た
両
潅
の
塩
課
銀
が
、
万
暦
二
十
三
年
(
一
五
九
五
)
に
は

百
二
十
余
万
両
に
、
二
十
六
年
に
は
百
四
十
五
万
両
に
増
加
し
た
の

で
あ
る
。
か
よ
う
な
情
況
の
中
に
、
同
年
、

宣
官
魯
保
が
両
准
に
派

遣
さ
れ
た
。
彼
は
諸
士
の
反
対
を
お
し
き
り

「没
官
余
塩
」
を
売
却

し
、
辺
糧
の
急
鉄
に
あ
て
る
べ
き

「存
積
塩
」
八
万
引
を
も
開
売
し

た
。

こ
れ
ら
は
現
塩
の
準
備
の
な
い
空
引
で
あ
る
の
に
、
順
次
を
乱

し
て
製
塩

(越
次
超
製
)
さ
れ
た
た
め
、
納
銀
を
お
え
正
塩
の
支
給

を
ま

っ
て
い
た
商
人
達
に
し
わ
よ
せ
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
正
引
は

塞
滞
を
極
め
た
の
で
あ
る
。
万
暦
三
十
年
に
は
か
よ
う
な
浮
課
が
五

十
万
引
に
及
び
、
商
人
か
ら
は
百
四
十
万
両

に
達
す
る
塩
銀
が
借
徴

(8
)

せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
魯
保
の
浮
課
で
あ
る
。

魯
保
の
死
に
と
も
な
い

「存
積
塩
」
の
開
売
は
罷
め
ら
れ
、
各
運

司
の
浮
課
も
蜀
免
さ
れ
る
な
ど
し
た
が
、
旧
引
の
塞
滞
は
解
消
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
こ
こ
に
積
引
の
疏
通
を
課
題

と
し
て
、
衰
世
振
等
が

塩
政
改
革
に
着
手
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
確
か
に
空
引
の
乱
発
こ
そ
が
積
引
の
直

接
的
な

原
因
で
あ
り
、

塩
政
が

危
機
的
情
況
に

た
ち
い
た
る
際
に

は
、
必
ら
ず

こ
の
額
外

の
増
引
、
乱
発
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
し
て
も
積
引
の
現
象
は
慢
性
的
と
も
い
え
、
両
潅
塩
政
の
体
系
の

中
に
、

い
わ
ば
構
造
的
に
積
引
を
も
た
ら
す
要
因
が
あ

っ
た
こ
と
も
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事

実

で

あ

る
。

今

、

こ

の
間

の
問

題

を

明

ら

か

に
す

べ
く

、

年

の
塩

政

事

情

に
ま

で

さ

か

の

ぼ

っ
て

み
よ

う

。

(二)

嘉
靖
初

嘉
靖
八
年
と
い
う
年
は
、
明
代
塩
政
史
上
に
な
か
な
か
象
徴
的
な

年
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
期
に
集
中
し
て
、
対
称
的
な
二
つ
の

政
策
が
顕
在
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
余
塩
の
添
買
で
あ

り
、
い
ま

一
つ
は
在
辺
開
中
法
の
復
活
で
あ
る
。

余
塩

の
添
買
と
は
、
も
と
塩
場
で
塩
を
買

い
つ
け
た
商
人
が
、
定

額
以
上

に
塩
を
持
ち
だ
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
(爽
帯
余
塩
)。

こ

の
規
定
量
を
超
え
た
塩
は
私
塩
と
み
な
さ
れ
、
官
に
没
収
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
や
が
て
没
収
す
る
代
り
に
そ
の
商
人
に
納
価
さ
せ
る
と

い
う
方
針
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
嘉
靖
期

に
入
る
と
、
正
塩

一
引
に
つ
き

一
引
な
い
し
二
引
の
余
塩
を
附
帯
す

る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
本
来
、
定
額
の
な
か
っ
た
余
塩
の
額
数

が
確
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
定
額
化
さ
れ
た
余
塩
に
つ
い
て
は

運
司
に
お
い
て
納
銀

(余
塩
銀
)
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
正
塩

と
余
塩

は
あ
わ
せ
て

一
包
と
さ
れ
、
結
局
、
商
人
は
合
法
的
に
従
来

に
二
、

三
倍
す
る
量
の
塩
を
持
ち
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ

た

の

で
あ

る
。

さ

て
、

当

初

、

こ
の
余

塩

の
合

法

性

を
保

証

す

る

た

め
、

塩

引

の

(9

)

増
刷
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
嘉
靖
九
年
の
議
に
よ
り
、
引
目

の
増
刷
は
停
止
し
、
余
塩
に
つ
い
て
は
余
塩
銀
を
完
納
し
た
時
、
小

票
を
発
給
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
塩
引
を

必
要
と
す
る
従
来
の
正
塩
と
な
ら
ん
で
、
現
銀
と
票
に
よ
る
余
塩
が

こ
こ
に
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
は
充
分
注
目
に
値
す
る
。
(も
ち
ろ
ん
余

塩
の
完
全
な
制
度
化
に
は
ま
だ
曲
折
が
あ
り
、
嘉
靖
二
十
年
に
は
廃

止
の
議
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
余
塩
の
小
票

の
出
現
に
注
目
す
る
。)

更

に
目
を
両
漸
行
塩
地
に
む
け
る
と
、
官
塩
(正
塩
)
の
行
き
と
ど

か
な
い
州
県
に
お
い
て
は
官
票
を
発
給
し
て
、
地
元
の
商
人
に
塩
の

売
買
を
許
可
す
る
と
い
う
方
式
が
、
地
方
的
政
策
と
し
て
嘉
靖
八
年

(10
)

に
い
ち
早
く
出
現
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
両
翫
に
お
い
て
は
引

塩
と
票
塩
は
通
行
の
場
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
り
並
存
せ
し
め
ら
れ

る
の
に
対
し
、

准
南
の
余
塩
は
給
票
と
い
う

方
式
を

と
り
な
が
ら

も
、
あ
く
ま
で
も
引
塩
と
だ
き
あ
わ
せ
て
通
行
せ
し
め
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
大
い
に
違
う
の
で
あ
る
が
、
塩
引

に
よ
ら
ぬ
票
の
形
式
が

ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
登
場
し
た
と
こ
ろ
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
よ
う
。
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い
わ
ゆ
る

「
葉
洪
の
変
法
」、

す
な
わ
ち

開
中
法
に
お
け
る
運
司

納
銀
制

は
、
は
や
く
成
化
末
年
に
は
そ
の
事
例
が
み
ら
れ
、
辺
商
、

内
商
の
分

立
に
あ

っ
て
最
も
重
大
な
モ
メ
ン
ト
と
な

っ
た
と
い
う
そ

の
歴
史
的

意
義
は
、
藤
井
宏
氏
に
よ

っ
て
す
で
に
詳
細
に
論
証
さ
れ

(11
)

て
い
る
。

そ
も

そ
も
塩
を
商
品
と
み
き
わ
め
た
時
、
そ
の
流
通
を
に
な
う
専

売
制
度

が
、

経
済
合
理
性
に

そ
む
く

不
自
然
な
存
在
で
あ
る
こ
と

は
、
今
更

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
塩
の
専
売
と
北
方
辺

糧

の
調
達

を
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
た
開
中
法
に
い
た

っ
て
は
、

二
重
の

機
能
が

か
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
機
能
分
離
の
性
向
を
本
来
的
に

内
包
す

る
、
そ
れ
自
体
矛
盾
的
な
存
在
と
な

っ
て
い
た
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
北
辺
に
お
け
る
納
糧
か
ら
解
放
さ
れ
た
運
司
納
銀
制
と
は
、

出
現
す

べ
く
し
て
出
現
し
た
も
の
と
い
え
、
経
済
性
を
追
求
す
る
塩

商

の
、

い
か
に
手
早
く
現
物
塩
を
手

に
入
れ
る
か
と
い
う
志
向
に
よ

く
合
致
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
運
司
納
銀
制
が
成
立
し
た
背
景
に
、

揚
州
塩
商

の
存
在
が
と
り
ざ
た
さ
れ
る
こ
と
は
、
理
由

の
な
い
こ
と

(13
)

で
は
な

い
。

し
か
し
な
が
ら
、
北
方
辺
糧
の
問
題
は
絶
え
ず
む
し
か
え
さ
れ
、

と
り
わ
け

北
辺
の
軍
事
問
題
が

現
実
味
を
も

っ
て
き
た
嘉
靖
期
に

は
、
雷
輻
、
桂
薯
等
の
上
奏
が
相

つ
ぎ
、
在
辺
開
中
法
が
本
格
的
に

復
活
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

葉
洪
の
変
法
よ
り
、
辺
儲
多
く
鉄
す
。
嘉
靖
八
年
以
後
、
稻

々

(12
)

開
中
を
復
し
、
辺
商
中
引
し
、
内
商
守
支
す
。

こ
の

『
明
史
』
食
貨
志
の
記
事
が
、
嘉
靖
八
年
を
メ
ド
に
し
て
こ

の
運
司
納
銀
制
か
ら
在
辺
開
中
法

へ
の
復
活
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に

改
め
て
注
目
し
た
い
。

私
が
、
嘉
靖
八
年
と
い
う
年
に
象
徴
的
な
意
味
を
も
た
せ
た
の
は

以
上
の
説
明
に
つ
き
る
。
こ
う
し
て
北
辺
に
お
け
る
開
中
に
よ

っ
て

得
ら
れ
た
塩
引
に
は
正
塩
を
支
給
し
、
運
司

に
お
い
て
納
銀
し
て
得

ら
れ
た
小
票

に
は
余
塩
を
収
買
さ
せ
、
し
か
も
塩
引
の
正
塩
と
小
票

の
余
塩
は

一
包
に
セ
ッ
ト
し
て
通
行
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
基
本
的
な

構
図
が
、
建
前
と
し
て
成
立
し
た
。

こ
の
構
図
は
嘉
靖
、
万
暦
を
通

じ
て
順
守
さ
れ
る
べ
き
定
法
で
あ

っ
た
が
、
実
際
に
運
営
さ
れ
て
み

る
と
、
慢
性
的
に
積
引
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

今
、
そ
の
点
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

(三)

 

先

に
私
は
、
定
額
化
さ
れ
た
余
塩
が
正
塩

に
付
加
せ
し
め
ら
れ
た
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こ
と
を
目
し
て
、
「商
人
は
合
法
的
に
従
来
に
二
、
三
倍
す
る
量
の
塩

を
持
ち
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。」

と
表
現
し
た
。

こ

の
よ
う
な
肯
定
的
な
表
現
は
、
大
資
本
を
雍
す
る
商
人
に
つ
い
て
な

ら
ば
い
ざ
し
ら
ず
、
現
実
に
即
し
た
場
合
に
は
は
な
は
だ
あ
た
ら
な

い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
専
売
制
度
は
塩
の
流
通
を
に
な
う

と
い
い
つ
つ
、
実
は
徴
税
体
制
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
余

塩
銀
と
は
、
附
加
税
が
加
重
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
北
辺
で
開
中

に
応
じ
た
辺
商
に
と

っ
て
、
さ
ら
に
余
塩
銀
を
南
の
運
司

に
お
い
て

納
め
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、
復
活
し
た
開
中
法

が
従
前

の
開
中
法
と
根
本
的
に
違
う
点
で
も
あ

っ
た
。

辺
商

の
中
に
は
余
塩
の
解
決
を
求
め
て
政
治
的
に
働
き
か
け
る
も

の
も
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
隆
慶
二
年
七
月
、
大
学
士
徐
階

　
む
　

が
戸
科

左
給
事
中
張
斉
に
弾
劾
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。
徐

階
は
反
論
し
な
が
ら
も
、
休
暇
を
願
う
の
で
あ
る
が
、
の
ち
に
都
察

院
左
都
御
史
、
王
廷
遂
に
よ
り
次
の
よ
う
な
こ
と
が
判
明
し
た
。
張

斉
は
、
以
前
宣
府
、
大
同
に
職
務
で
赴
む
い
た
時
、
父
と
親
し
い
塩

商
楊
四
和
な
る
人
物
か
ら
、
数
千
金
の
賂
い
を
う
け
た
。
帰
京
す
る

ヘ

へ

と
そ
の
意
を
体
し
て
、

「
辺
商
を
佃
れ
み
余
塩
を
革
た
め
よ
」
等
のた

だ

数
事
を
言
上
し
た
。
し
か
し
い
つ
れ
も
実
行
し
が
た
く
、
徐
階
に
格

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
事
が
実
現
し
な
か

っ
た
の
を
み
て
、
楊
四

和
が
張
斉
の
父
の
と
こ
ろ
へ
金
を
と
り
返
し
に
い
っ
た
た
め
、
賂
い

の
事
実
が
露
見
し
そ
う
に
な
り
、
罪
に
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
張
斉

が
先
手
を
う

っ
て
徐
階
を
弾
劾
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
事
件
そ
の

も
の
は
張
斉
父
子
が
逮
捕
さ
れ
て
終

っ
た
の
で
あ
る
が
、
辺
商
に
と

っ
て
余
塩
が
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
運
司
納
銀
制
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
北
辺
で
開
中
に

応
じ
て
い
た
山
西
商
人
達
が
商
屯
を
た
た
み
、
多
数
、
江
南
に
移
住

し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
再
び
北
辺
で

の
開
中
が
復
活
し
て
も
、
開
中
に
応
じ
る
辺
商
に
大
資
本
の
も
の
は

少
な
か

っ
た
。
た
め
に
大
部
分
の
辺
商
は
手

に
い
れ
た
塩
引
や
倉
勘

を
内
商
に
転
売
し
、
自
ら
余
塩
銀
を
納
め
て
塩
の
売
買
に
か
か
わ
る

こ
と
は
な
く
な

っ
て
い
た
。
積
引
と
は
、
こ
の
辺
商
の
塩
引
が
売
れ

な
い
と
い
う
側
面
を
も
指
す
。
辺
商
の
塩
引

は
な
ぜ
売
れ
な
く
な
る

の
で
あ
ろ
う
。

　お
　

徐
宗
溶

(南
昌
人
、
万
暦
十

一
年
進
士
)
は

「
辺
塩
塞
滞
疏
」
の

中
で
辺
塩
の
六
つ
の
苦
し
み
を
あ
げ
て
い
る
。

商
人
党
守
倉
等
、
苦
し
み
て
称
す
。
辺
塩
通
ぜ
ず
。
引
積
し
て

用
う
る
無
し
。
家
家
本
を
菌
く
。
懇
詞

し
退
か
ん
こ
と
を
求
む
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と
。
本
道
再
三
暁
慰
す
れ
ば
則
ち
皆
泣
憩
す
。
山
西
の
大
質
皆

去
る
。
土
著

の
資
本
幾
何
ぞ
。
原
買
の
旧
引
、
堆
積
し
て
行
わ

れ
ず
。
財
本
己
に
端
す
る
に
今
新
引
を
派
せ
ら
る
。
力
承
す
る

能
わ
ず
。
死
徒
門
な
し
と
。
そ
の
故
を
細
詞
す
る
に
、
蓋
し
江

南

の
塩
吏
、
塩
官
の
失
政
に
縁
る
。
城
社
の
徒
、
依
附
し
て
姦

を
為

し
、
巧

み
に
名
色
を
立
て
、
恣
騨
漁
猟
す
。
弊
蜜
多
端
な

り
。

辺
塩
の
如
き
は
毎
引
毎
包
重
さ
五
百
五
十
斤
に
至
る
を
例

と
す
。
而
る
に
彼
の
塩
は
毎
引
毎
包

二
千
五
百
斤
。
…
…
是
れ

彼

の
利
を
得
る
こ
と
四
倍
に
し
て
辺
塩
利
少
し
。
人
の
承
買
す

る
な
し
。
坐
困
の

一
な
り
。
辺
塩
は
堆
積
三
四
年
に
し
て
方
め

て
発
売
す
る
を
得
る
も
ま
た
例
な
り
。
而
る
に
彼
の
塩
は
朝
に

中

し
て
暮

に
魍
ぐ
。堆
積
を
容

る
る
な
し
。
…
…
是
れ
彼
の
利
を

獲

る
こ
と
捷
径
に
し
て
辺
塩
遅
滞
す
。
人
の
承
買
す
る
な
し
。

坐
困
の
二
な
り
。
塩
誌
開
載
す
ら
く
。
商
塩
は
必
ず
挨
単
順
序

し
、
塩
院
の
委
官
盤
製
を
候
ち
て
後
発
売
す
と
。
彼
の
塩
は
単

目

に
登
ぜ
ず
任
意
中
発
す
。
既
に
守
候
の
銀
な
く
ま
た
製
盤
の

費

な
し
。
人
皆
楽
し
み
て
趨
る
。
辺
塩
窒
滞
し
引
俵

る
る
を
得

ざ

る
所
以
な
り
。
坐
困
の
三
な
り
。
且

つ
彼

の
塩
の
発
売
す
る

や
執
り
て
小
票
あ
り
。
聯
膳
販
運
し
、
江
漸
呉
楚
の
間
、
何
処

に
か
到
ら
ず
。
…
…
彼
の
余
塩
、既
に
已
に
盛
行
す
。
辺
塩
あ
る

と
錐
も
、
尋
ね
て
買
主
な
し
。
坐
困
の
四
な
り
。
先
年
、
塩
法

の
通
行
す
る
や
、
或
い
は
辺
商
故
土
に
安
ん
じ
、
遠
渉
を
楽
し

ま
ず
。
則
ち
南
商
の
辺
に
来
り

て
塩
引
を
収
買
す
る
あ
り
。
引

も
ま
た

塞
す
る
な
し
。

今

小
票
便
に
し
て
利
を
得
る
こ
と
広

し
。
誰
か
数
千
里
避
荒
の
路
を
駆
馳
し
て
貿
引
せ
ん
や
。
近
年

以
来
、
塞
上
南
商
の
跡
な
し
。
辺
商
、
官
刑
に
迫
ら
れ
納
粟
中

引
す
る
も
人
の
承
買
す
る
な
し
。
齎
ち
て
江
南
に
至
り
秣
守
累

月
し
、
盤
纒
馨
尽
し
、
減
価
す
る
と
錐
も
僖
る
る
を
得
ず
、
坐

困
の
五
な
り
。
辺
方
の
准
塩
、
毎
引
価
五
銭
。
並
び
に
彼
に
あ

り
て
加
納
せ
る
余
価
共
に
七
銭
五
分
。
今
江
南
の
価
銀
、
止
だ

四
銭
四
分
を
得
る
の
み
。
是
れ
、
本
銀

を
麟
折
す
る
こ
と
三
銭

分
。
…
…
四
五
年
の
間
周
転
し
郷
に
還
え
る
こ
と
能
わ
ず
。

一

坐
困
の
六
な
り
。
此
く
の
如
き
六
轟
、
率
む
ね
私
塩
偏
行
し
小

票
通
じ
て
官
引
滞
こ
お
る
に
由
る
。
…
…

長
き
を
厭
わ
ず
引
用
し
た
こ
の
文
か
ら
み
ら
れ
る
こ
と
は
、

"辺

塩
"
に
対
し
て

"彼
の
塩
"
と
し
て
あ
げ
ら

れ
て
い
る
別
体
系
の
塩

が
、
江
南
に
流
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

"彼
の
塩
"
は

一
引
あ

た
り
の
量
目
も
多
く
、
堆
積
守
支
す
る
こ
と
な
く
、
造
単
し
て
製
験
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す
る
こ
と
も
な
い
。
辺
塩
の
遅
滞
ぶ
り
に
く
ら
べ
、
有
利
な
こ
と
こ

の
上
も

な
い

"彼
の
塩
"
と
は
具
体
的
に
何
を

さ
す
の
で

あ
ろ
う

か
。
そ

の
発
売
に
は
小
票
を
執
る
と
い
う
こ
と
か
ら

一
応
、余
塩
か
、

漸
江
等

一
部
地
方
で
実
行
さ
れ
て
い
る
票
塩
か
を
さ
す
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
余
塩
を
購
入
す
る
に
は
塩
引
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ

れ
、票

塩
の
実
行
は
引
塩
と
地
域
を
分

つ
と
い
う
建
前
か
ら
す
れ
ば
、

塩
引
と
小
票
が
競
合
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず

で
あ

っ
た
。
し
か
る
に
、
上
述
の
事
態
は
、
辺
引
を
帯
す
る
こ
と
な

く
余
塩

が
流
通
せ
し
め
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
、
引
塩
の
地
方

に
票

塩
が

越
境
し
て
流
通
せ
し
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か

っ

た
。
と
も
に
私
塩
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
不
法
行
為
で
あ
り
な
が
ら
公

然
と
ま
か
り
通
り
、

つ
い
に
辺
商
の
塩
引
が
、
値
下
げ
し
て
も
な
お

売
れ
な

い
と
い
う
事
態
を
招
来
す
る
に
至

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

海
江
等

の
地
方
的
政
策
で
あ
る
票
塩
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
お
き
、

両
准
に
お
い
て
辺
引
を
有
す
る
こ
と
な
く
余
塩
の
み
が
流
通
す
る
と

い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

嘉
靖

の
初
期
、
延
緩
、
遼
左

の
二
辺
に
お
い
て
、
両
准
の
余
塩
七

万
九
千
余
引
を
開
中
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。

『
明
史
』
で
は

こ
れ
を
も

っ
て
余
塩
通
行
の
端
緒
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
正
塩

が
そ
の
支
給
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
の
に
対
し
て
、余
塩
の
開
中
は
、

勘
合
を
受
領
し
さ
え
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
買

い
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た

た
め
、
開
中
を
願
う
も
の
が
多
く
、
盛
ん
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

(
16
)

正
塩

の
開
中
を
願
う
も
の
は
少
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の

時
点
で
は
、
確
か
に
余
塩
の
開
中
は
正
塩
と
並
行
す
る
存
在
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
正
塩
を
圧
す
る
と
い

っ
て
定
額
化
さ
れ
、
票

を
給
し
て
正
塩
に
附
帯
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
が
、
先
述
の
よ
う

に
嘉
靖
九
年
で
あ

っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
今
問
題
に
し
て
い
る
余

塩
の
分
離
現
象
と
直
接
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
正

塩
と
余
塩
が

一
包
と
し
て
あ
り
、
辺
引
と
小
票
を
両
有
す
る
こ
と
が

建
前
と
な
っ
て
い
な
が
ら
の
分
離
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
衰
世

振
は
そ
の

『両
准
塩
政
疏
理
成
編
』
の
中

で

「虚
単
」
と
い
う
こ
と

を
い

っ
て
い
る
。

所
謂
虚
単
と
は
、
た
だ
商
人
の
報
名
に
拠
り
て
単
上
に
入
れ
余

銀
を
納
む
。
而
し
て
引
を
買
い
単

に
補
う
は
後

に
あ
り
。
初
時

ま
た
謂

へ
り
、
既
に
預
徴
に
か
か
れ
ば
恐
ら
く
は
並
挙

に
難
か

ら
ん
。
姑
ら
く
暫
ら
く
こ
れ
を
緩
る
め
ん
と
。
而
し
て
其
を
し

て
終
に
買
わ
ざ
ら
し
む
る
に
非
ざ
る
な
り
。
乃
ち
、
各
商
こ
れ

に
乗
じ
て
久
し
く
補
空
せ
ず
。
徒
づ
ら

に
占
窩
を
な
す
。
故

に
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辺
引
の
墾
、
動
も
す
れ
ば
数
百
万
の
魯
れ
ざ
る
に
至
る
と
謂
う

も
つ
ば
ら

(17

)

は
、
職
、
こ
れ
虚
搭
の
故
の
み
と
。

こ
れ

に
よ
れ
ば
、
両
准
の
商
人

(内
商
)
は
、
報
名
し
て
余
塩
銀

を
納
め
れ
ば
、
辺
引
を
購
入
し
て
い
な
く
て
も
名
目
上
、
登
単
で
き

て
い
た

の
で
あ
る
。
官
側
は
、
商
人
か
ら
余
塩
銀
を
先
取
り
し
て
徴

収

(預
徴
)
し
て
い
た
た
め
、
辺
引
を
購
入
し
、
名
実
と
も
に
備
え

る
こ
と
が
遅
れ
て
も
大
目
に
み
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
商
人
が
ま
た

そ
れ
を

よ
い
こ
と
に
、
い
つ
ま
で
も
辺
引
を
か
わ
ず
に
し
て
お
い
た

の
が
虚
単

で
あ
る
。
内
商
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
挙
に
で
る
の
で

あ
ろ
う

か
。

そ
も
そ
も
、
正
塩
二
百
八
十
五
斤
、
余
塩
二
百
六
十
五
斤
、
合
計

五
百
五
十
斤
を

一
引
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
時
、
正
塩
と
し
て

支
給
す

べ
き
倉
塩
の
準
備
が
ど
れ
だ
け
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

蓑
世
振

に
い
わ
せ
れ
ば
、
両
准
の
額
面
七
十
万
五
千
百
八
十
引
の
う

(18

)

ち
実
徴

の
本
色
は
三
十
七
万
三
千
二
百
余
引
と
い
う
。

ほ
ぼ
%
強
に

す
ぎ
な

い
。
内
商
に
し
て
み
れ
ば
、
辺
商
の
塩
引
を
購
入
し
た
と
こ

ろ
で
そ
れ
に
み
あ
う
正
塩

の
支
給

は
ま
る
で
確
実
性
が
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
正
徳
五
年
の
塩
法
条
例
で
、
千
引
以
上
は
五
年
、
千

引
以
内

は
三
年
以
内
に
そ
の
塩
引
を
用
い
な
け
れ
ば
違
限
と
し
て
没

(19
)

収
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
支
給
さ
れ
る
の
を
ま
っ

て
い
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
正
塩
の
不
足
分

は
い
つ
れ
、
社
戸
の
余

塩
を
購
入
し
て
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
く
ら
い
な
ら
ば
、

始
め
か
ら
辺
引
を
購
入
せ
ず
、
余
塩
だ
け
で
ま
か
な
う
ほ
う
が

(違

法
で
は
あ
る
が
)
合
理
的
で
あ
る
。
ま
た
、
辺
引
を
購
入
し
合
法
的

に
登
単
す
れ
ば
、
製
塩
に
至
る
ま
で
、
さ
ら

に
各
種
の
費
用
と
時
間

が
か
か
る
。
名
目
だ
け
入
単
し
、
余
塩
を
収
買
し
て
場
外
に
持
ち
だ

す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
余

塩
銀
を
納
入
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
全
く
の
私
塩
と
も
い
い
難
い
で

あ
ろ
う
。
内
商
の
動
機
を
こ
の
よ
う
に
推
測

す
る
時
、
先
に
引
用
し

た

「
辺
塩
墾
滞
疏
」
の
記
述
と
よ
く
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
婁
世
振

は
さ
ら
に
い
う
。

近
ご
ろ
実
搭
を
査
験
す
る
と
錐
も
、
而
も
重
ん
ず
る
所
は
余
銀

(
20
)

を
徴
す
る
に
あ
り
、
則
ち
軽
ん
ず
る
所

は
辺
引
を
買
う
に
あ
り
。

官
が
こ
の
虚
単
の
実
態
を
調
査
す
る
に
し

て
も
、
関
心
す
る
と
こ

ろ
は
内
商
が
余
銀
を
納
入
し
て
い
る
か
ど
う

か
に
つ
き
る
。
辺
引
は

す
で
に
北
辺
で
徴
税
し
お
わ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
運
司
に
お
い
て
の

徴
税
対
象
は
内
商
か
ら
の
余
塩
銀
な
の
で
あ

る
か
ら
、

こ
れ
は
あ
る

意
味
で
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
辺
商
の
塩
引
が
内
商
に
よ
っ
て
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購
入
さ
れ
な
く
て
も
、
官
に
お
い
て
損
失
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
江
南
に
お
い
て
小
票
の
余
塩
は
大

い
に
流
通
し
、
そ
れ
が
通
例

と
な
り
、
辺
引
の
売
れ
ぬ
要
因
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

(四)

 

余
塩

が
盛
ん
に
流
通
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
塩
場
に
お
け
る
問

題
も
か
ら
ん
で
く
る
。
そ
も
そ
も
、
正
塩
の
定
額
が
%
強
し
か
満
た

さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
積
引
を
生
み
だ
す
発
端
が
あ
る
の

で
あ
る
が
、
折
色
と
し
て
改
徴
さ
れ
て
い
る
も
の
を
の
ぞ
き
、
こ
の

よ
う
に
額
塩
が
不
足
す
る
の
は
、
仕
戸
が
逃
亡
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、

生
産
塩
が
私
販
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
仕
戸
が
正
塩
を
ノ
ル
マ

と
し
て
課
さ
れ
る
の
に
対
し
て
は
、
工
本
米
、
な
い
し
は
工
本
紗
が

再
生
産

を
保
障
す
る
手
当
て
と
し
て
支
給
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
明

初
の
規
定
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
規
定
は
、
ほ
ぼ
空
文
に
近
い
も

の
で
、

そ
の
支
給
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
と
み
ら

れ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
余
塩
を
生
産
し
、
塩
商
に
売
り
さ
ば
く
以
外
、

壮
戸

の
生
活
を
支
え
る
も
の
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
余
塩
が
内
商
に
よ
り
、
盛
ん
に
収
買
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
塩
場
に
好
景
気
が
お
と
つ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
嘉
靖

末
か
ら
万
暦

に
か
け
、
両
准
の
塩
場
で
は
大

い
に
生
産
力
を
増
強
し

て
い
た
。

査
し
得
た
る
に
、
准
南
安
豊
諸
場
は
、
塩
は
煎
焼
に
出
つ
れ
ば
、

必
ず
籍
り

て
盤
鉄
を
用
う
。
准
北
白
駒
諸
場
は
、
塩
は
灘
晒
に

出
つ
れ
ば
、
必
ら
ず
籍
り
て
埠
池
を
用
う
。
然
れ
ど
も
盤
鉄
は

も

と

も
と

原
定
額
あ
り
。
淳
池
は
原
定
口
あ
り
。
竈
戸
の
能
く
私
専
し
置

造
す
る
所

に
非
ら
ざ
る
な
り
。
今
則
ち
、
家
家
鍬
を
増
し
戸
戸

池
を
開
く
も
場
官
畏
れ
て
敢
え
て
問
わ
ず
。
司
官
遠
く
し
て
知

る
に
及
ば
ず
。
私
晒
私
煎
、
日
に
増
し
月
に
盛
ん
な
り
。
…
…

嘉
靖
参
拾
年
に
在
り
て
旧
盤
損
壊
し
、

官
に
告
げ
て
修
理
す
。

富
竈
、
姦
商
合
謀
し
て
弊
を
作
す
。
始

め
官
に
告
げ

て
曰
く
。

盤
鉄
は
重
大
に
し
て
脩
補
に
難
し
。
鍋
鍬
は
軽
省
に
し
て
置
造

く
ろ

に
便
な
り
。
且

つ
盤
煎
の
塩
は
青
に
し
て
錨
し
。
鍋
…鍬
の
塩
は

白
に
し
て
潔
し
。
商
人
取
舎
す
る
あ
り
と
。
官
司
そ
の
便
宜
を

こ
れ

聴
き
て
こ
れ
を
許
す
。
鍋
鍬
の
興
る
こ
と
此
よ
り
始
む
。
然
れ

ど
も
猶
官
に
防
禁
あ
り
。
継

い
で
富
竈

は
経
紀
と
合
謀
し
再
び

や
さ

官
に
臼
し
て
曰
く
。
鍋
鍬
置
買
に
容

し
と
錐
も
但
、
鉄
冶
住
み

て
鎮
江
に
在
り
。
長
江
の
険
を
隔
越
し
置
買
甚
は
だ
難
し
。
乞

も
と

う
ら
く
は
匠
を
召
し
揚
州
に
開
舗
せ
ん
こ
と
を
要
む
。
近
き
に
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就
き
て
買
弁
す
れ
ば
、
覆
溺
に
遭
う
を
免
か
れ
ん
と
。
官
司
ま

た
、
そ
の
欺
む
く
可
き
の
方
に
堕
ち
て
こ
れ
を
信
じ
、
遂
に
鉄

匠

を
召
し
、
白
塔
河
に
就
き
て
開
場
鼓
鋳
す
。
而
し
て
檀
ら
私

鍬

を
買
う
者
は
、
明
目
張
謄
し
て
こ
れ
を
為
す
。縦
横
絡
繹
し
、

蕩
然
と
し
て
こ
れ
を
禁
ず
る
な
し
。
是
を
以
て
各
場
の
富
竈
、

家

に
参
伍
の
鍋
を
置
く
者
こ
れ
あ
り
。
家
に
拾
の
鍋
を
置
く
者

こ
れ
あ
り
。
貧
杜
こ
れ
が
傭
工
と
な
り
、
草
蕩
因
り

て
占
せ
ら

(
21
)

る
。
巨
船
興
販
し
、
歳
に
虚
日
な
し
。
…
…

こ
れ

は
、
隆
慶
二
年
、
屯
塩
都
御
史
と
し
て
両
准
に
あ

っ
た
罷
尚

鵬
の
疏

の

一
部
で
あ
る
。
専
売
制
度
下
、
塩
場
の
管
理
は
、
製
塩
手

段
で
あ

る
鍋
や
埣
池
に
ま
で
及
ん
だ
。
そ
の
数

に
は
定
額
が
あ
り
、

仕
戸
の
私
有
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
器
具

の
修
理
す
ら
官
に

申
し
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
喜
靖
三
十
年
、
古

い
鉄
盤

の
修
理
を
願

っ
た
准
南
の
仕
戸
は
、

こ
の
機

に
鉄
盤
か
ら
鉄

鍬
に
切
り
変
え
る
こ
と
を
提
案
し
許
可
さ
れ
た
。
す
る
と
彼
ら
は
、

さ
ら
に
鉄
鍬
の
製
作
の
為
に
、
鎮
江
の
鉄
冶
を
揚
州
に
移
住
さ
せ
る

こ
と
を
提
案
し
、

つ
い
に
白
塔
河
に
鉄
匠

の
作
業
場
が
開
設
さ
れ
た

と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
い
に
注
目
す
べ
き
は
、
富
壮
が
こ
の

よ
う
に
提
案
し
た
の
は
、
「
姦
商
」
「経
紀
」
と
の
合
謀
に
よ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
製
塩
業
者
と
商
人
が
、
共
同
で
塩
場
に

鉄
鍋

の
作
業
場
を
開
設
す
る
努
力
を
し
、
そ
の
結
果
、
富
壮
は

一
家

で
十
に
も
あ
が
る
鍋
を
私
有
し
、
傭
…工
を
や
と
い
、
生
産
力
の
増
強

を
は
か
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
商
人
の
役
割
が
、
そ

の
為
の
資
金
の
提
供
、
貸
与
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
な

い
。
商
業
資
本
の
、
生
産
現
場

へ
の
投
資

の
よ
い
例
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
生
産
手
段
を
拡
張
し
て

増
産
に
は
げ
ん
だ
余
塩
が
、
「巨

船
興
販
」
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

今
江
准
の
間

の
塩
徒
、
高
摘
大
舶
し
、
千
百
も
て
聚
を
な
し
、

行
け
ば
則
ち
鳥
飛
し
、
止
む
れ
ば
則
ち
狼
据
す
。
轍
ち
官
兵
を

(
22
)

殺
傷
し
、
近
ご
ろ
方
め
て
告
せ
ら
る
。

と
い
う
私
塩
の
情
景

で
も
あ

っ
た
。
駆
尚
鵬

は
、
私
塩
の
値
を

「官

価
を
視
る
に
減
ず
る
こ
と
十
の
七
八
」
と
表

現
し
て
い
る
。
官
塩
の

二
～
三
割
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
安
価
な
余
塩
、
私
塩
に
市

場
を
せ
ば
め
ら
れ
た
官
塩
の
辺
引
が
、
そ
の
買
い
手
を
見
出
せ
な
い

の
は
あ
ま
り
に
も
当
然
で
あ
る
。

宣
府
鎮
商
人
徐
恕
等
、
そ
の
善
れ
ざ

る
倉
紗
を
抱
え
、
部
に
赴

む
き
投
告
し
極
称
す
ら
く
。
両
准
塩
法
壊
極
ま
れ
り
。
引
目
甕

積
し
て
善
れ
ず
。
家
産
賠
尽
す
る
も
路

の
逃
る
る
可
き
無
し
。
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只
、
准
上
に
往
き
売
る
も
筈
れ
ざ
る
所
の
倉
紗
を
将

っ
て
庫
に

寄

せ
、
哀
れ
み
て
比
追
の
新
糧
を
緩
ま
れ
ん
こ
と
を
得
ん
の
み

(23
胆

と
も
と
も
と
資
力
の
薄

い
辺
商
は
、
開
中
に
応
ず
る
に
あ
た

っ
て
、

山
西
商
人
に
資
本
の
援
助
を
う
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

良

に
旧
法

一
更
し
て
由
り
、
開
墾
未
だ
復
さ
ず
。
犬
羊
も
時
に

擾

ぎ
、
鴻
雁
集
ま
り
難
し
。
加
う
る
に
延
鎮
の
土
商
、

一
股
実

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
家
無
し
。
率
む
ね
多
く
苦
地
に
借
資
す
。
准
塩
既
に
塞
す
。

財
本
流
れ
ず
。
彼
商
再
借
を
肯
ぜ
ず
、
此
商
手
を
束
ね
て
策
な

(24
)

し
。

資

金

ぐ

り

が

つ

か

な
く

な

っ
て

し

ま

っ
た

以

上

、

辺

商

に

は
も

う

新

引

を

ひ
き

う

け

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

山

西

の
商

、

資

本

を
葱

折

し

、

尽

ご
と

く

原

籍

に
帰

る
。

土

著

の
商

、

力

窮

ま

り

て
支

す

る

に
難

し
。

逃

亡

半

ば

を

過

ぐ

。

止

余

の
見

在

の
数

家

、

号

呼

し

て
退

か

ん

こ
と

を

告

す

。

新

塩

の

(
25
)

引
目
は
節
に
催
派
を
行
う
も
、
並
び
に

一
人
の
承
す
る
無
し
。

衰
世
振
は
万
暦
四
十
四
年
の
時
点

で
、
両
准
の
塩
課
が
二
年
半
、

停
止
し
た
ま
ま
だ
と
い
う
。
辺
商
が
新
引
を
引
き
う
け
ら
れ
な
い
の

と
同
時

に
、
内
商
に
お
い
て
積
引
は
ま
た
は
な
は
だ
し
か
っ
た
。

(五)

内
商
に
お
い
て
旧
引
が
た
ま
る
の
は
、
根
本
的
に
は
先
も
い
っ
た

よ
う
に
、
額
塩
の
準
備
が
な
い
こ
と
。
浮
引
が
通
行
せ
し
め
ら
れ
た

こ
と
に
よ
り
そ
れ
が
増
幅
さ
れ
た
こ
と
に

つ
き
る
の
で
あ
る
が
、
造

単
さ
れ
製
塩
さ
れ
る
ま
で
の
堆
積
期
間
の
長
さ
も
事
態
を
更
に
悪
化

(26
)

さ
せ
た
。
た
だ
、
製
塩
が
速
や
か
に
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
は
、
内
商

と
水
商
が
結
託
し
て
故
意
に
遅
延
さ
せ
る
と
い
う
事
情
が
あ

っ
た
。

水
商
は
行
塩
地
方
の
塩
価
が
低
い
時
に
販
売
す
る
こ
と
を
喜
ば
な

い
。
そ
こ
で
内
商
に
通
じ
て
製
塩
に
応
じ

る
こ
と
を
ひ
き
の
ば
し
て

も
ら
い
、
江
広
等
の
地
方
の
塩
価
が
踊
貴
す

る
の
を
待
っ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
見
返
り
と
し
て
内
商
に
は
月
々
利
息
を
支
払
う
の
で
あ
る
。

内
商
は
水
商
か
ら
の
手
紙
が
到
着
し
て
か
ら
や

っ
と
製
塩
に
お
も
む

く
有
様
で
、
こ
の
二
商
が

「
月
利
」
を
約
束
し
あ
う
こ
と
に
よ
り
現

塩
の
流
通
は

一
層
慢
然
と
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
水
商
が

運
司
の
書
手
と
通
同
し
て
任
意
に
行
塩
地
を
選
ぶ
に
至

っ
て
は
、
専

(27

)

 売
制
の
建
前
は
全
く
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
積
引
に
関
し
て
も
う

一
っ
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
園
戸
の
存
在
で
あ
る
。
内
商
は
辺
引
を
購
入
す
る
に
際
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し
て
は
そ
の
買
い
値
を
で
き
る
だ
け
低
く
お
さ
え
よ
う
と
す
る
。
そ

の
た
め
に
は
塩
引
に
換
え
る
前
の
倉
勘
を
、
北
辺
に
出
む
き
安
価
に

収
買
す

る
と
い

っ
た
こ
と
ま
で
す
る
の
で
あ
る
が
、
塩
引
の
売
れ
な

い
辺
商

の
弱
味

に
つ
け
こ
み
法
外
な
安
値
で
辺
引
を
買
い
占
め
た
の

が
圃
戸

で
あ
る
。
圃
戸
の
買
い
値
は

一
引
二
、
三
銭
な
ら
い
い
方
で
、

ひ
ど
い
時
に
は

一
銭
な
い
し
は
七
、
八
分
で
買
い
た
た
い
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
買
い
占
め
た
塩
引
を
内
商
に
八
銭
五
分
で
転
売
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

「
銀

は
八
、
九
年
前
に
徴
し
、
塩
は
八
・
九
年
後
に
駄
饗
。」
と
い
わ

れ
る
よ
う
、
内
商
が
余
塩
銀
を
納
め
て
も
、
現
実
に
製
塩
す
る
ま
で

に
は
十
年
近
く
も
か
か
る
。
し
か
も
ま
だ
行
塩
で
き
ぬ
う
ち
に
新
た

な
引
分

の
報
単
が
要
求
さ
れ
、
十
年
間
に
三
回
納
銀
し
て
も

一
回
も

行
塩
で
き
ぬ
と
い
う
様
を
呈
す
る
(套
搭
)。
数
次
の
納
銀
に
耐
え
ら

れ
な
い
貧
し
い
内
商
は
報
単
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
ず
、
旧
引
を
持

っ
て
い
て
も
製
塩
で
き
ず
に
終
る
。
あ
る
い
は
財
産
を
か
た
む
け
、

(29

)

引
目
を
質
に
入
れ
て
余
塩
銀
を
払

い
こ
む
も
の
も
あ
り
、
こ
の
預
徴

に
か
か
る
余
塩
銀
の
納
入
に
苦
し
む
内
商
は
当
然
、
塩
引
の
購
入
を

先
き
の
ば
し
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

一
旦
、
禦
塩
の
時
が

至
る
と
、
急
い
で
塩
引
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
値
が
倍
に
な
っ

て
で
も
圃
戸
か
ら
収
買
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
辺
商
、
内
商

に
対
し
て
圧
倒
的
な
優
位
に
た
つ
圃
戸
の
存
在
が
、
衰
世
振
の
、
積

引
に
対
す
る
認
識
を
よ
り
深
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
衰
世
振
の
課
題
は
積
引
の
解
消
に
あ
り
、
彼
は
積
引
と

新
引
を
だ
き
あ
わ
せ
て
通
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
解
決
を
は

か
ろ
う
と
し
た

と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
は

確

か
に

そ
の
通
り
で
あ
る

が
、
も
う
少
し
厳
密
に
い
え
ば
、
彼
が
心

を
く
だ
い
た
の
は
、
見
引

を
通
行
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
積
引
と
新
引
を
だ
き
あ
わ
せ
て
通
行

さ
せ
る
と
い
う
方
法
も
、
必
ず
し
も
彼
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
か

っ

た
の
で
あ
る
。(六)

 

積

引

の
問

題

は
、

塩

法

の
実

行

に

あ

た

っ
て
は
、

絶

え
ず

つ
き

ま

と

っ
て
く

る
も

の

と

い

っ
て
よ

い
。

為

政

者

に

と

っ
て
問

題

に

し

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
点

は
、

そ

こ
か

ら
新

引

が

さ
ば

け

な

く

な

る

と

い

う

事

態

が
招

来

さ

れ

る

こ

と

で

あ
り

、

そ

れ

に

よ

っ
て
塩

課

が
停

止

し

て

し

ま

う

こ
と

で
あ

る
。

そ

う

で
あ

れ
ば

、

な

ん

ら

か

の
形

で
塩

政

の
改

革

に
志

そ

う

と

す

る
も

の

の
ま
ず

念

頭

に

あ

る

こ
と

は
、

積

引

が

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、
新

引

を

ど

の

よ

う

に

さ
ば

く

か

と

い
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う
こ
と
に
他
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
積
引
と
新
引
を
だ
き
あ
わ

せ
で
同
時
に
通
行
さ
せ
る
と
い
う
発
想
は
、
当
然
の
よ
う
に
生
れ
て

く
る
も

の
で
あ

っ
た
。

一
方
、
積
引
そ
の
も
の
を
解
決
す
る
常
道
は

「
小
塩

の
法
」
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
引
あ
た
り
の
塩
斤
を
少

く
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
積
引
を
さ
ば

こ
う
と
い
う
も
の
で
、
前
述

の
よ
う

に
、
嘉
靖
期
に
も
、
隆
慶
期
に
も
、
そ
し
て
嚢
世
振
自
身
も

採
用
し

て
い
る
。

積
引

と
新
引
を
兼
行
さ
せ
る
と
い
う
方
法
の
発
端
が
ど
こ
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
れ
る
の
か
、
今
は
追
及
す
る
余
地
が
な
い
。
衰
世
振
が
そ

の
改
革

を
思
案
す
る
に
あ
た

っ
て
言
及
す
る
こ
と
の
多
い
、
隆
慶
二

年
の
屯
塩
都
御
史
廃
尚
鵬
の
政
策
を

み
て
み
よ
う
。

彼
の
政
策
は

(
30
)

「
清
理
塩
法
疏
」
と
し
て
二
十
条

に
の
ぼ

っ
て
陳
述
さ
れ
、
先
の
小

塩
の
実
施
を
は
じ
め
、
製
塩
の
量
を
増
加
す
る
こ
と
、
辺
商
の
た
め

(
31
)

に
辺
引

の
価
を
三
等
に
分
け
て
定
め
る
こ
と
、
河
塩
を
停
止
す
る
こ

と
、
准
安
、
揚
州
、
二
府
に
お
け
る
折
売
の
引
六
万
引
余
を
革
去
し

(
32
)

て
他

に
わ
り

つ
け
る
こ
と
等

々
、
そ
の
内
容
に
は
み
る
べ
き
も
の
が

ま
こ
と

に
多
い
が
、
こ
こ
で
は
当
面

の
関
心
で
あ
る
積
引
と
新
引
の

兼
行
に

つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

今
、
内
商
を
し
て
的
名
を
将

っ
て
報
出
せ
し
め
、
造
冊
し
て
官

に
あ
り
。
如
し
支
塩
に
遇

い
、
橋
頂
煽

に
到
ら
ば
、
行
し
て
臼

塔
河
安
東
鰯
各
巡
司
を
し
て
塩
船
を
験
放
せ
し
む
。
商
人
の
該

製
塩
壱
百
引
の
如
き
は
、
務
め
て
新
引
壱
百
引
を
見
有
す
る
を

は
じ

ゆ
る

要
し
、
方
め
て
造
単
、
呈
製
を
准
す
。
験
畢
れ
ば
、
印
を
用
い

て
鈴
記
し
、
再
照
を
得
ず
。
如
し
新
引
な
け
れ
ば
、
過
橋
入
単

(33
)

す

る

を
許

さ
ず

。

こ

こ

で

の
提

案

は
、

内

商

が

製

塩

す

る

に
あ

た

っ
て
は

、

そ

の
旧

引
の
数
目
と

同
数
の
新
引
を
現
に
所
有
し
て
い
る
か

ど
う
か
を
調

べ
、
新
引
を
所
有
し
て
い
な
い
も
の
は
登
単

さ
せ
な
い
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
強
制
的
に
内
商
に
新
引
を
買
い
と
ら
せ
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
商
人
は
新
旧
二
種
の
引
を
所
有
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ

し
か
も
製
塩
す
る
の
は
旧
引
分
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
新
引
と
積
引
を

兼
行
す
る
と
い

っ
て
も
、
内
商
に
と

っ
て
は
預
徴
に
等
し
い
も
の
で

あ

っ
た
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
辺
引
は
さ
ば
け

て
も
、
あ
る
い
は
、
製

塩
の
引
目
を
増
加
し
、
小
塩
を
実
施
し
、
河
塩
の
停
止
を
は
か
る
な

ど
し
て
積
引
の
解
消
を
考
慮
し
て
い
る
に
し

て
も
、
や
が
て
再
び
積

滞
す
る
可
能
性
は
残

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

(
34
)

衰
世
振
が
改
革
を
考
慮
中
の
万
暦
年
間
、
准
南
で
は

「
二
八
套
験
」

と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
准
南
の
製
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験

の
定
額
で
あ
る
八
単
11
六
十
八
万
引
を
半

々
に
わ
け
、
旧
引
三
十

四
万
引
、
新
引
三
十
四
万
引
を
そ
れ
ぞ
れ
製
塩
さ
せ
る
。
新
引
三
十

四
万
引

に
関
し
て
は
超
製
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
ち
に
製
験
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
旧
引
三
十
四
万
引
に
関
し
て
は
、
「
二
八
抵

(套
)
験
」

と
い

っ
て
そ
の
八
割
に
相
当
す
る
数
目
の
新
引

"
辺
引
を
、
重
ね
て

購
入
す
る
こ
と

(套
買
)
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

総
数
に
し
て
二
十
七
万
引
の
辺
引
が
套
買
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

嚢
世
振
が

こ
の
新
旧
兼
行
に
対
し
て

ま
だ
不
満
を

感
ず
る
の

は
、

一
つ
に
は
こ
の
套
買
の
た
め
の
費
用
が
や
は
り
商
人
に
と
っ
て

負
担

で
あ
る
こ
と
と
、
も
う

一
つ
、
こ
こ
で
い
う
新
引
が
万
暦
三
十

六
年
以
後
の
も
の
を
さ
す
点
で
あ
る
。

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
蓑
世
振
に
と

っ
て
辺
引
を
底
値
で
買

い

占
め
た
圃
戸
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
彼
に
と

っ

て
常
に
疑
問
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
世
に
い
う
積
滞
の
辺
引
と
は
そ
の

実
、
圃
戸
が
す
で
に
占
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
蓑
世
振
に
と
っ
て
辺
引
と
は
、
現
に
辺
商
が
所
有
し
て
い

る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
彼
の
認
識
で
は
、
万
暦
三
十
九
年
か

ら
四
十
三
年
に
か
け
て
開
中
さ
れ
た
各
辺
の
倉
紗
四
十
万
引
の
み
が

正
し
く
辺
商
の
新
引
で
あ
り
、
そ
れ
以
前

の
積
引
は
、
圃
戸

の
占
有

(
35
)

物
に
他
な
ら
な
い
。
准
南
の
現
行
の
や
り
方

の
よ
う
に
万
暦
三
十
六

年
か
ら
を
新
引
と
し
て
、
内
商
に
套
買
さ
せ
て
み
て
も
、
結
局
の
と

こ
ろ
圃
戸
を
利
す
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
辺
商

の
急
を
救
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ

っ
た
。

積
引
を
圃
戸
の
占
窩
と
み
な
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
衰
世
振
の
方
針

は
固
ま

っ
た
と
い
え
よ
う
。
彼
の
眼
目
と
す

る
と
こ
ろ
は
戸
部
十
議

に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
見
引
を
通
行
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
両
潅
正

引
の
定
額
、
七
十
万
五
千
百
七
十
八
引
と
、
余
塩
銀
の
定
額
、
六
十

万
両
を
欠
く
こ
と
な
く
、
し
か
も
両
准
十
二
単
"
九
十
万
引
の
製
験

の
額
数
内
で
、
こ
の
見
引
と
積
引
の
通
行
を
実
行
で
き
る
方
法
を
考

え
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
蓑
世
振
の
課
題
と
さ

れ
る
積
引
の
解
消
と
は
、
こ
う
い
う
意
味
あ

い
で
の
み
内
容
を
も
つ

も
の
で
あ
り
、
積
引
の
大
半
を
圃
戸
の
占
窩
と
み
な
し
、
対
象
外
と

し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
現
実
性
が

あ
る
と
同
時

に
、
ま
た

圃
戸
の
阻
害
を
う
け
、
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
点
で
も
あ

っ

た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

最
終
的
に
、
衰
世
振
は
准
南
の
紅
字
簿
を
点
検
し
、
す
で
に
余
銀
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を
納
入

し
た
も
の
三
十

一
単

(
二
百
六
十
三
万
五
千
引
)
の
う
ち
、

消
乏
銀

六
十
余
万
引
を
除

い
た
二
百
万
引
を
積
引
の
実
数
と
み
な
し

た
。
そ
し
て
准
南
の
塩
商
を
十
綱
に
分
ち
、
毎
年
、

一
綱
ず
つ
、
二

十
万
引

の
積
引
を
通
行
さ
せ
、
残
り
九
綱
と
附
綱
で
四
十
八
万
余
引

の
新
引

を
実
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
で
准
南
禦
塩
の
額
数
六
十

八
万
引

を
守

っ
て
新
引
、
積
引
二
つ
と
も
ど
も
通
行
で
き
、
し
か
も

一
人
の
商
人
が
新
旧
同
時
に
だ
き
あ
わ
せ
る
必
要
も
な
く
な

っ
た
。

新
引
に
関
し
て
は
超
製
と
い
う
便
宜
を
は
か
り
、
ま
ず
見
年
の
引
を

実
行
す
る
と
い
う
方
針

に
そ
う
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て

十
年
た

て
ば
積
引
は
ひ
と
ま
ず
ク
リ
ア
で
き
る
と
い
う
見
込
み
も
た

ち
、
新

引
の
流
通
は
塩
課
の
徴
収
を
再
び
可
能
に
し
た
。
こ
れ
が
綱

(
36
)

法
の
大
要
で
あ
る
。

徴
税
を
は
か
る
側
か
ら
み
れ
ば
、
商
人
と
は
そ
の
把
握
が
な
か
な

か
難
か
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
常

に
利
を
求
め
る
商
人
は
、
塩
の
流

通
が

ス
ム
ー
ズ
な
時
に
は
集
ま
る
が
、
塩
が
行
わ
れ
な
く
な
れ
ば
去

っ
て
し
ま
う
。

「綱
冊
に
は
数
千
の
商
名
が
載

っ
て
い
て
も
、
実
際

(
37
)

に
行
塩

す
る
の
は
数
百
余
人
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
清
の
巡

塩
御
史
李
賛
元
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
衰
世
振
が
綱
冊
に
名
の
な
い
者

は
、
塩

の
流
通
に
関
与
で
き
ぬ
と
し
た
の
は
、
塩
商
に
特
権
を
与
え

た
と
い
う
以
上
に
、
徴
税
対
象
者
を
は
っ
き
り
把
握
す
る
こ
と
が
目

的
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
衰
世
振

に
と

っ
て
皮
肉
な
こ
と

に
、
各
綱
の
中
の
有
力
な
内
商
と
は
圃
戸
と
目
し
て
い
た
商
人
に
他

な
ら
ず
、
綱
冊
を
編
成
し
て
開
徴
す
る
と
、
彼
ら
の
み
が
多
額
の
銀

(
38
)

を
完
納
し
た
の
で
あ
る
。

嘉
靖
、
万
暦
期
、
塩
政
の
最
大
の
問
題
は
積
引
で
あ

っ
た
。
そ
れ

も
辺
商
の
辺
引
が
売
れ
な
い
と
い
う
側
面
に
お
い
て
事
は
深
刻
で
あ

っ
た
。
小
票

に
よ
る
余
塩
の
盛
行
と
い
う

一
方

の
現
象
が
生
み
だ
し

た
こ
の
問
題
は
、
運
司
納
銀
制
を
経
験
し
た
以
上
、
在
辺
開
中
を
復

活
し
た
と
こ
ろ
で
、
昔
日
と
同
じ
で
は
あ
り

え
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
余
塩
銀
の
納
入
は
、
運
司
納
銀
制

の
延
長
に
あ

っ
た
と
い
え
よ

う
。江

南
に
形
成
さ
れ
て
い
た
、
塩
と
現
銀

の
流
通
体
制
に
接
木
さ
れ

た
辺
商
の
辺
引
が
、
瘤
の
よ
う
な
存
在
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
は
必

然
的
と
い
え
る
。
辺
商
の
苦
痛
を
除
く
た
め

の
見
引
の
流
通
を
眼
目

と
し
た
綱
法
で

あ

っ
た
が
、
圃
戸
の

力
を
ぬ
き
に

し
て
は
と
て
も

成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
圃
戸
11
有
力
内
商
の
寡
占
的
勢
力

は
、
綱
法
に
よ

っ
て
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
ほ
ぼ
ゆ
る
ぎ
の

な
い
も
の
と
し
て
作
ら
れ
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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〔注

〕
(
1
)

『
明
実

録
』
巻
五
六
八
、
萬
暦
四
十
六
年

四
月
、

乙
巳

の
条

(
2
)

『
明
経
世
文
編
』
巻
四
七
七
、
蓑
世
振

「
両
准
塩
政
疏
理
世
編

」
書

上
李
桂
亭
司
徒

(
3
)

藤
井
宏

「
占
窩

の
意
義

及
び
起

源
」
『
清
水
博
士
追
悼
記
念

明
代
史

論

叢
』
五
五

二
頁

(
4
)

佐
伯
富

「
清
代

に
お
け

る
塩

の
専
売
制
度

」
『中
国
史
研
究
第

一
』

二
三
三
頁

(
5
)

『
明
実
録
』
巻

五
五
二
、
萬
暦
四
十
四
年
十

二
月

、
辛
亥

の
条
。
『
明

経
世
文

編
』
巻

四
七
四
、
蓑
世
振

「
両
准
塩
政
疏

理
成
編

」
附
戸
部
題

行
十
議
疏

(
6
)

『
明
経
世
文
編
』
同
右

(
7
)

同
治

『
両
准
塩
法
志
』
巻
二

「
古
今
塩
議
録
要
上
」
注
珂
玉

古
今

瑳
略
塩
法
論

(
8
)

藤
井
宏

「
明
代
塩
商

の

一
考
察

(
三
)
」
『
史
学
雑
誌
』
五
四
-

七

(
9
)

万
暦

『
大
明
会
典
』
巻
三
二
、
塩
法

一
、
両
准

(
10
)

佐
伯
富

「
明
代

の
票
法
」
『中
国

史
研
究
第

一
』

二
〇
六
頁

『
続
文
献
通
考
』
巻

二
十
、

征
権
考
、
塩
鉄

(
11
)

藤
井
宏

「
明
代
塩
商

の

一
考
察
(
一
)
」
『
史
学
雑
誌
』
五
四
!
五

(
12
)

『
明
史

』
巻

八
十
、
食
貨
四

(
13
)

『
明
経
世
文
編
』
巻

一
八

一
、
桂
薯

「
恰
密
事
宜
」
自
弘
治
初
徐
薄

在
内
閣
。
葉
漠
為
戸
部
尚
書
。
因
与
揚
州
塩
商
至
親
遂
改
此
法
…
…

(
14
)

『
明
実
録
』
隆
慶

二
年

七
月
、

甲
子

の
条
、
丙
寅

の
条

(
15
)

『
明
経
世
文
編
』
巻
四
四
七
、

徐
宗
溶

「辺
塩
塞
滞
疏
」

(
16
)

『
明
史
』
巻
八
十
、
食
貨
四

(
17
)

『
明
経
世
文
編
』
巻
四
七
四
、

法
議

一

衰
世
振

「
附
戸
部
題
行
十
議
疏
」
塩

(
18
)

同
右
、
塩
法
議
、
四

(
19
)
同
右
、
塩
法
議
、
三

(
20
)
同
右
、
塩
法
議
、

一

(
21
)

『
明
経
世
文
編
』
巻
三
五
七
、
鹿
尚
鵬

「清

理
塩
法
疏
」

(
22
)

『
明
経
世
文
編
』
巻
四
六
〇
、
李
廷
機

「
塩
政
考

」

(
23
)

『
明
経
世
文
編
』
巻
四
七
四
、
蓑
世
振

「
附
戸

部
題
行
十
議
疏

」

(
24
)

『
明
経
世
文
編
』
巻
四
四
八
、
除
宗
溶

「
奏
報
閲
視
条
陳
十
事
疏

」

(
25
)

『
明
経
世
文

編
』
巻

四
四
七
、
徐
宗
溶

「
辺
塩
塑
滞
疏

」

(
26
)

両
潅

に
お

い
て
は
、
製
塩

に
先
だ

っ
て
造
単
を
行

っ
て
い
た
。
造
単

と

は
巡
検
司
を
通
過
し
た
引
塩

の
数

が
、
あ

る
規
定
数

に
な
る
の
を
待

ち

一
組

に
ま
と
め
る
こ
と
を
い
う
。
こ

の
規
定
数

は
時
代
に
よ

っ
て
異

る
が
、
嘉
靖

七
、
八
年

で
は
准
南

一
単

1ー
五
万

引
、
准
北

一
単

11
三
万

引
。
四
単
～
五
単

に
な
る
と
秤
製
し
た
。
の
ち
、
准
南
四
単
(
毎
単
十
万

引

)
准
北

二
単

(毎
単
五
万
引
)
あ
る
い
は
准
南

六
単

、
准
北
四
単

と
そ

の
数

を
増
加

さ
せ
、
隆
慶

二
年
、
罷
尚
鵬
が
准
南

八
単

(毎
単
八
万
五

千

引
)
潅
北

四
単

(毎
単
五
万
五
千
引
)
と
措
定

し
た
数
が
定
着
し
、

万
暦
年
間

に
至

っ
て
い
る
。
蓑
世
振

は
、
積
引

の
弊

の
滋
蔓
す

る
の
は

単

法

に
根

ざ
す
と

い
う
。

ま
た
単
法

の
成
立

は
余
塩
銀

の
出
現

と
か
か

わ
り
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
今

は
ま
だ
定

か
で
な
い
。

夫
旧
引
之
不
可
致
詰
久
　
。
其
根
実
始
干
単
法
。

…
…
往
行
套
搭
則

不
得
不
用
単
法
。
前
単
套
後
単
。
後
単
搭
前

単
。
単

口
各
定
則
賄
消
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者
難
干
擾
補
。

…
…
於
是
慢
行
塩
之
令
。
弊
端
無
尽
。
皆
自
単
法
胎

之
。

(
『
明
経
世
文
編
』
巻

四
七
五
、
塩
法
議
五
)

(
27
)

『
明
経
世
文
編
』
巻

四
七
五
、
婁
世
振
塩
法
議
五

(
28
)

同
右
、
巻
四
七
四
、
塩
法
議

一

(
29
)

同
右

(
30
)

『
明
実
録
』
隆
慶

二
年

九
月
、
甲
戌

の
条

(
31
)

見
引

准
南

銀
九
銭

准
北
銀
八
銭

起
紙
関
引

〃

八
銭

〃

七
銭

到
司
勘
合

〃

七
銭

〃

六
銭

(
32
)

各
商
人

は
製
塩

の
の
ち
運
塩

し
て
各
州
県

に
赴
む
く
が
、
自

ら
販
売

す

る
わ

け
に
い
か
ず
、

股
実

の
家

を
し
て
承
買

せ
し

め
転
売
さ
せ
る
こ

と
と
し
、
先

に
塩

の
代
金

を
商

人
に
わ
た
さ
せ
た
。

こ
の
殿
実

の
家

を

折
塩
舗
戸
と

い
い
塩
場

か
ら
遠

い
と
こ
ろ
で
は
こ
れ
が
可
能
だ

っ
た
。

し
か
し
塩
場

に
近

い
准
揚

二
府

は
、
私

塩
が
流
通

し
て
い
た
た
め
官

塩

は
売

れ
ず
、
舗
戸

は
包
賠
し
て
破
産

す
る
こ
と
と
な
り
、
有
力
者

は
の
が

れ
、
申

人
が
こ
の
役

に
あ

て
ら
れ
る
と

い
う
実
状

で
あ

っ
た
。
そ

こ
で

准
揚

二
府

に
わ
り
あ
て
ら
れ
て

い
た
折
売

の
引
六
万
引
余

を
他

の
地
方

に
あ

て
る

こ
と
に
し
て
革
去
し
、
准
揚

二
府
で
は
票

に
よ
る
余
塩
を
通

行
さ

せ
た

の
で
あ
る
。
麗
尚
鵬

の
こ
の
政
策
は
、
私
塩

を
許
す
も

の
と

し
て
批
判
さ
れ
、隆
慶
六
年
に
は
八
千

引
が
復
活
さ
せ
ら

れ
た
。
以
後

、

更

改
不
常

の
有
様

で
あ

っ
た
が
衰
世
振
は
旧
額
を
す

べ
て
回
復
す
る
こ

と
と
し
た
。

そ
の
引
数

は
、

七
十
万
引
余
あ
る
両
准

の
正
引

の
定
額
外

の
も

の
と
さ
れ
、
私
塩
と
の
競
争
力
を

つ
け
る
た
め
便
宜
が
は
か
ら

れ
、

造
単
し
て
攣
塩
す

る
こ
と
を
免

じ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
食
塩
と

い
う
。

(
33
)

『
明
経
世
文
編
』
巻
三
五
七
、
鷹
尚
鵬

「清

理
塩
法
疏
」
。
ま
た
、
巻

三
六
〇

「
答
王
総
制
論
屯
塩
書
」
も
参
考
。

n

38
)

ノヘ ノへ 　 　

37363534
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『
明
経
世
文
編
』
巻
四
七
四
、
衰
世
振
、
塩
法
議

三

同
右
、
巻
四
七
五
、
塩
法
議
六

同
右
、
巻
四
七
七
、
綱
冊
凡
例

康
煕

『
儀
徴
県
志
』
巻
六
、
塩
漕

『
明
経
世
文
編

』
巻

四
七
七
、
再

上
李
桂
亭
司
徒

(奈
良
大
学
非
常
勤
講
師
)
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