
戦
国
期
の
地
域
権
力
と
石
見
銀
山

は
じ
め
に

戦
国
時
代
の
諸
権
力
に
と
っ
て
、
石
見
銀
山
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
言
う
ま
で

も
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

そ
の
こ
と
を
考
え
る
際
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ
戦
国
時
代
で
あ
っ

て
も
、
十
六
世
紀
前
半
と
十
六
世
紀
後
半
で
は
、
ま
る
で
状
況
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

十
六
世
紀
後
半
は
、
前
半
と
は
異
な
り
、
銀
の
世
界
的
な
需
要
が
拡
大
し
、
貴
金
属
の
貨
幣
化
が

進
行
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
出
雲
尼
子
氏
の
急
速
な
拡
大
を
主
導
し
た

尼
子
経
久
の
生
き
た
時
代
は
、
石
見
銀
山
の
持
っ
意
味
が
ま
だ
限
定
的
で
あ
っ
た
。
石
見
銀
山
の

重
要
性
は
、
時
期
に
ょ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
く
。

そ
の
こ
と
と
も
関
わ
る
が
、
「
石
見
銀
山
」
と
い
う
呼
称
は
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
は
石
見
国
内

諸
銀
山
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、
十
六
世
紀
後
半

の
石
見
銀
山
が
、
「
豊
臣
政
権
の
直
轄
」
「
毛
利
氏
と
の
共
同
統
治
」
な
ど
驫
腎
れ
た
理
由
は
、

当
時
の
「
石
見
銀
山
」
が
、
毛
利
氏
支
配
下
の
佐
摩
銀
山
以
外
に
多
数
出
現
し
た
こ
と
に
拠
る
と

(
】
)

い
う
の
が
、
現
在
の
考
え
方
で
あ
る
。
た
だ
し
本
稿
で
は
、
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、

漆
と
し
た
と
ら
え
方
で
は
あ
る
が
、
近
世
に
「
大
森
銀
山
」
、
戦
国
時
代
に
「
佐
間
銀
山
」
「
佐

摩
銀
山
」
と
も
呼
ば
れ
、
現
在
「
石
見
銀
山
」
遺
跡
と
称
さ
れ
て
い
る
鉱
山
を
、
「
石
見
銀
山
」
と

呼
称
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
石
見
銀
山
が
十
六
世
紀
後
半
の
地
域
権
力
に
と
っ

て
ま
さ
に
死
活
的
に
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
は
、
銀
が
直
接
的
な
財
源
と
な
っ

た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
で
は
一
^
^
^
重
要
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
^
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

1

戦
国
期
地
域
権
力
と
金
属
資
源

(
1
)
金
属
資
源
掌
握
の
重
要
性
と
限
界
性

戦
国
期
の
地
域
権
力
に
と
っ
て
、
金
銀
銅
及
び
鉄
な
ど
の
金
属
資
源
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で

重
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
、
つ
か
。

そ
も
そ
も
金
属
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
金
に
ょ
っ
て
繁
栄
し
た
奥
州
藤
原
氏
の
事
例
を
引
き

合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
戦
国
期
の
権
力
に
限
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
金
属
を
と
ら
え
た
権

力
が
強
大
化
し
た
事
例
は
多
数
存
在
す
る
し
、
金
属
資
源
を
掌
握
し
た
方
が
有
利
で
あ
る
こ
と
に

間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
金
属
資
源
の
独
占
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
中
世
以
降
の
中
国
山
地
を
特
徴
づ
け
る
鉄
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
鉄
を
と
ら
え
れ
ば
武
器
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
鉄
の
荷
留
め
の
事
例
が
確
翠
き

(
2
)

る
よ
う
に
、
こ
れ
が
重
要
な
軍
需
物
資
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
敵
方
に

一
切
の
鉄
が
渡
ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
中
国
山
地
は
<
永
り
に
も
広
く
、
隣
接
し
て
抗
争
す
る

勢
力
の
ど
ち
ら
か
の
み
が
鉄
を
基
盤
と
す
る
こ
と
は
{
谷
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

む
し
ろ
、
大
内
氏
も
尼
子
氏
も
毛
利
氏
も
、
共
に
鉄
と
の
接
点
は
豊
富
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

鉄
は
、
原
料
の
採
取
形
票
多
様
で
あ
る
(
山
織
・
川
砂
鉄
・
浜
俄
な
ど
)
だ
け
で
は
な
く
、

長
谷
川
博
史

う
か

戦国期の地域権力と石見銀山
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広
汎
な
日
用
品
を
含
む
製
品
の
種
類
の
多
様
性
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
鉄
原
料
供
給
地
と
し
て

の
中
国
山
地
全
体
を
、
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
な
ど
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

金
に
つ
い
て
は
、
著
名
な
甲
斐
武
田
氏
の
金
山
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
武
田
氏
領
内
の
諸
金
山
は
甲
斐
国
周
辺
の
広
範
囲
に
散
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
富
士

山
西
側
の
湯
之
奥
金
山
(
内
山
・
中
山
・
茅
小
屋
)
・
栃
代
・
川
尻
、
駿
河
国
境
地
域
の
早
川
諸
金

山
(
黒
桂
・
保
・
雨
畑
)
・
十
島
・
大
城
・
{
女
倍
、
信
濃
国
境
地
域
の
須
玉
・
斑
山
・
御
座
石
、
武

蔵
国
境
地
域
の
牛
王
院
平
・
竜
喰
・
丹
波
山
・
黒
川
・
黄
金
沢
・
大
月
・
秋
山
な
ど
、
そ
の
遺
構

伝
承
地
は
広
汎
に
わ
た
っ
て
い
る
。
戦
国
期
の
史
料
は
限
ら
れ
る
の
で
、
産
出
量
、
支
配
の
実
態
、

財
源
と
し
て
の
規
模
な
ど
、
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
が
、
武
田
氏
が
、
こ
れ

だ
け
の
範
囲
に
散
在
す
る
各
金
山
を
直
接
経
営
し
、
金
掘
衆
の
個
々
を
直
接
掌
握
す
る
こ
と
は
、

(
4
)

き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

事
情
は
、
銀
に
つ
い
て
も
よ
く
似
て
い
る
。
石
見
銀
山
か
ら
産
出
さ
れ
る
銀
は
、
毛
利
氏
に
も

多
大
な
財
政
的
恩
恵
を
も
た
ら
し
、
特
に
激
し
さ
を
増
し
て
い
っ
た
戦
争
を
支
え
る
軍
資
金
と
し

て
無
く
て
は
な
ら
な
い
財
源
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
入
手
方
法
は
、
十
六
世
紀
末
に
至
っ
て

(
§

も
、
流
通
課
税
を
中
心
と
し
た
商
職
人
か
ら
の
税
収
に
ょ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
毛
利
氏
が
、
石
見

銀
山
を
支
配
下
に
置
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
接
経
営
に
ょ
る
直
接
的
な
金
属
資
源
の
獲
得
は
、

は
じ
め
か
ら
意
図
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
十
七
世
紀
の
徳
川
政
権
と
大
き

(
6
)

く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
0

そ
の
理
由
は
、
各
金
属
特
有
の
性
格
に
ょ
る
と
こ
ろ
も
大
き
く
、
金
属
種
ご
と
に
区
々
で
あ
る

、
、
、
、

が
、
戦
国
期
権
力
に
と
っ
て
金
属
そ
の
も
の
の
直
接
的
掌
握
・
独
占
は
、
決
し
て
現
実
的
な
方
法

と
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
の
み
な
ら
ず
、
戦
国
期
権
力
は
、
そ
の
よ
う
な

掌
握
方
法
に
、
積
極
的
な
意
味
や
必
要
性
を
見
出
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
点
に
も
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
金
属
貨
幣
に
関
す
る
問
題
に
触
れ
た
い
。

貨
幣
へ
の
視
線
(
物
の
見
方
)
を
一
新
し
な
い
と
、
貨
幣
の
本
質
に
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

:
:
貨
幣
が
六
X
換
の
媒
介
者
で
あ
る
こ
と
は
:
:
い
わ
ば
常
識
で
は
あ
る
が
、
な
ぜ
貨
幣
が
媒

介
者
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
な
ぜ
人
間
は
関
係
を
も
つ
に
際
し
て
媒
介
者
な
る
も

の
を
必
要
と
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
け
っ
し
て
自
明
で
は
な
い
。
:
:
商
口
塑
父
換
が
可
能

に
な
る
の
は
、
も
と
も
と
異
質
な
物
体
を
等
価
関
係
に
置
き
、
そ
れ
ら
を
商
品
と
い
う
独
特
の

価
値
体
に
変
形
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
媒
介
者
が
貨
幣
で
あ
る
。
:
:
歴

史
的
に
存
在
し
た
贈
与
財
は
、
返
礼
を
強
要
す
る
。
そ
れ
は
贈
与
財
の
な
か
に
あ
る
死
の
表
象

(
観
念
)
で
あ
る
。
:
:
贈
与
と
返
礼
、
債
務
と
返
済
の
循
環
を
強
制
す
る
も
の
は
:
:
社
会
関

係
を
「
一
兀
の
ま
ま
に
維
持
す
る
こ
と
」
と
い
う
広
義
の
法
的
理
念
で
あ
る
。
:
:
贈
与
財
は
死

の
観
念
を
内
在
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
人
問
関
係
の
媒
介
形
式
で
あ
り
え
た
。
貨
幣
形
式
と
は
、

ま
さ
に
死
を
内
在
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
:
:
貨
幣
は
大
抵
は
素
材
的
、
物
体
的
な
も
の
、

あ
る
い
は
機
能
的
に
便
利
な
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
き
た
。
:
:
素
材
貨
幣
と
貨
散
巾
形
式
は
ち

(
2
)
金
属
と
貨
幣

戦
国
時
代
以
前
に
お
い
て
、
高
額
貨
幣
は
か
な
り
使
い
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

秤
量
貨
幣
で
あ
る
銀
は
ま
だ
し
も
、
天
正
大
判
の
よ
う
な
巨
大
な
金
貨
は
、
高
額
商
品
が
登
場
し

な
け
れ
ば
、
使
い
途
も
限
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

十
六
世
紀
の
銅
銭
は
、
信
用
を
後
退
さ
せ
つ
っ
も
通
用
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
続
け
た
。
そ
し

て
十
六
世
紀
後
半
に
は
、
銭
に
加
え
て
、
「
米
遣
ど
や
「
銀
遣
ど
が
広
が
っ
て
い
く
。
金
貨
は
、

早
く
か
ら
作
ら
れ
た
地
域
も
あ
る
が
、
広
が
り
を
持
ち
始
め
る
の
は
十
六
世
紀
末
の
統
一
政
権
成

立
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
元
来
金
貨
は
威
信
財
と
し
て
の
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
加

熱
し
た
経
済
釜
の
中
で
、
よ
う
や
く
江
戸
時
代
の
三
貨
体
制
へ
の
展
開
が
準
備
さ
れ
て
い
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
通
用
貨
幣
は
、
あ
ら
か
じ
め
貴
金
属
で
あ
る
か
ど
う
か
に
拠
っ
て
存
在
す
る
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
今
村
仁
司
『
貨
幣
と
は
何
だ
ろ
う
か
』
(
一
九
九
四
年
)
で

は
、
貨
幣
の
本
質
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

2
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が
う
。
貨
幣
形
式
が
肝
心
な
の
で
あ
り
、
物
的
・
素
材
的
な
も
の
は
形
式
の
担
い
手
で
し
か
な
い
。

こ
こ
で
、
「
貨
散
巾
」
が
「
死
」
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
議
論
の
前
提
に
マ
ル
セ

ル
・
モ
ー
ス
『
贈
与
論
』
(
一
九
二
五
年
)
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
一
九
七
0
年
代
以
降
の
社
会
史

研
究
の
隆
盛
期
に
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
た
互
酬
性
の
問
題
は
、
た
し
か
に
貨
幣
の
本
質
の
重
要
な

一
面
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

現
代
人
か
ら
み
る
と
、
え
て
し
て
、
金
・
銀
を
大
量
に
保
有
す
れ
ば
、
強
大
な
権
力
た
り
う
る

と
思
っ
て
し
ま
う
。
信
用
関
係
が
整
備
さ
れ
、
貨
幣
の
機
能
性
が
高
い
経
済
社
会
に
生
き
て
い
る

か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
「
権
力
」
観
に
つ
い
て
、
現
代
人
特
有
の
観
念
を
も
た

ら
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
砂
金
も
銀
も
、
日
本
列
島
に
お
い
て
は
、
長
ら
く
、
通
用
貨
幣
と
し
て
価
値
を
持
っ

て
き
た
も
の
と
は
い
ぇ
な
い
。
高
価
な
調
度
品
・
工
芸
品
の
部
品
や
装
飾
財
と
し
て
、
価
値
が
高

か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
需
要
の
規
模
は
推
し
て
知
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
「
貨
幣
的

な
も
の
」
で
は
あ
っ
て
も
、
使
い
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
金
銀
に
貨
幣
と
し
て
の
側
面
が
定
着

す
る
の
は
、
江
戸
時
代
以
降
で
あ
り
、
よ
り
広
く
深
い
定
着
は
十
九
世
紀
後
半
の
近
代
経
済
社
会
、

銀
本
位
制
・
金
本
位
制
の
時
代
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

か
つ
て
日
本
に
お
け
る
主
要
な
貨
幣
は
、
米
や
布
で
あ
り
、
十
四
世
紀
以
降
は
、
明
ら
か
に
渡

来
銭
(
・
中
国
製
の
銅
銭
)
が
社
会
的
に
機
能
し
う
る
通
用
貨
幣
で
あ
っ
た
。
十
六
世
紀
以
前
の

金
銀
が
貨
幣
的
な
役
割
を
果
た
し
た
局
面
は
、
例
外
的
な
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
と
も
と
貴
金
属
が
豊
富
な
火
山
列
島
の
内
部
に
お
い
て
は
、
貴
金
属
の
不
足
し
た
地
域
に
比

べ
て
、
価
値
が
相
対
的
に
低
く
な
る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
金
銀
銅
鉄
資
源

を
持
た
な
い
外
部
の
視
宗
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
圧
倒
的
な
価
値
を
認
識
し
得
る
段

階
に
到
る
。

戦
国
時
代
の
戦
争
を
み
る
と
、
鉱
山
そ
の
も
の
を
争
奪
す
る
戦
争
が
、
決
し
て
多
い
と
は
一
言
え

な
い
。
武
田
氏
の
諸
金
山
が
、
上
杉
・
北
条
・
今
川
氏
と
の
抗
争
に
お
い
て
、
争
奪
の
焦
点
に
な
っ

た
と
ま
で
は
い
ぇ
な
い
。
越
後
上
杉
氏
が
佐
渡
を
掌
握
す
る
の
は
、
一
五
八
九
年
の
佐
渡
本
間
氏

の
内
部
分
裂
と
、
豊
臣
政
権
の
指
示
に
ょ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
時
代
は
す
で
に
豊
臣
政
権
期
に
入
っ

て
い
る
。
明
白
な
鉱
山
争
奪
条
起
こ
り
に
く
い
理
由
は
一
つ
で
は
な
い
が
、
そ
も
そ
も
掌
握
が

{
谷
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
通
用
貨
幣
の
よ
う
な
汎
用
性
・
並
旦
遍
性
の
高
い
素
材
と

し
て
独
占
的
に
掌
握
・
管
理
す
る
よ
う
な
考
え
方
が
、
現
実
的
な
選
択
肢
に
は
な
り
に
く
い
時
代

で
あ
っ
た
こ
と
も
、
関
係
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

石
見
銀
山
に
お
い
て
、
十
六
世
紀
半
ば
に
激
し
い
攻
防
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
戦
国
期
権
力
と
金
属
資
源
の
関
係
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ぱ
、

石
見
銀
山
を
め
ぐ
る
大
規
模
で
継
続
的
な
争
奪
戦
は
、
銀
の
物
質
的
価
値
と
は
別
の
視
点
か
ら
の

検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
Ⅳ
で
ふ
れ
た
い
。

金
銀
銅
鉄
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
自
体
に
は
、
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
権
力
に
と
っ
て
、
確
保

す
べ
き
重
要
資
源
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
威
信
財
の
原
料
と
し
て
、
ま
た
贈
答
品
の
原

料
と
し
て
、
金
銀
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
諸
文
明
に
共
通
し
て
い
る
。
鉄
の
需
要
の
規
模
や
多
様

性
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
そ
の
他
の
多
様
な
地
域
資
源
(
木
材
、
漆
、

農
作
物
、
石
な
ど
)
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
味
で
の
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
、
と
位
置

づ
け
る
方
が
的
確
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

尼
子
氏
と
金
属
資
源

Ⅱ
出
雲
尼
子
氏
に
と
っ
て
、
銀
銅
及
び
鉄
な
ど
の
金
属
資
源
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
重
要
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

鉄
は
、
尼
子
氏
権
力
の
最
も
重
要
な
基
盤
で
あ
っ
た
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
し
か
に
、

最
盛
期
に
は
中
国
山
地
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
を
勢
力
下
に
収
め
、
出
雲
国
の
山
間
部
か
ら
は
と
り

わ
け
チ
タ
ン
含
有
量
の
少
な
い
良
質
な
原
料
鉄
が
取
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
尼
子
氏
が
鉄
に
無

関
心
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、
貿
忌
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
尼
子
氏
だ
け
に
と
っ

て
鉄
が
重
要
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
尼
子
氏
だ
け
が
鉄
を
独
占
し
え
た
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
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、
つ
こ
と
で
あ
る
。
小
ノ
な
く
と
も
そ
の
よ
、
つ
な
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
は
な
い
し
、
現
{
夫
問
題

と
し
て
鉄
の
独
占
的
な
掌
握
は
き
わ
め
て
難
し
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

お
そ
ら
く
鉄
の
重
要
性
と
は
、
中
国
山
地
周
辺
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
存
立
基
盤
に
、
大
き
な
影

郷
を
与
え
た
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
鉄
は
、
一
権
力
の
存
立
基
盤
を
診
う
る
材
準
は
な

く
、
そ
れ
よ
り
も
暹
か
に
大
き
な
意
味
・
影
響
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

銀
も
ま
た
、
尼
子
氏
権
力
の
重
要
な
基
盤
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
も
事
実

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
十
六
世
紀
半
ば
の
限
ら
れ
た
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
早

く
天
文
十
年
(
一
五
四
0
)
に
没
し
た
と
考
え
ら
れ
る
尼
子
経
久
は
、
実
際
に
は
石
見
銀
山
に
ほ

と
ん
ど
関
心
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
尼
子
氏
は
、
大
永
四
年
(
一
五
二
四
)
に

(
7
)

は
御
崎
社
と
結
び
つ
い
て
、
邇
摩
郡
の
支
配
を
主
張
は
す
る
が
、
そ
の
実
効
性
は
不
明
で
あ
り
、

実
際
に
は
、
大
永
三
年
頃
を
除
き
、
特
に
石
見
銀
山
の
再
発
見
と
言
わ
れ
る
大
永
六
年
・
七
年
頃

以
降
は
、
大
内
氏
に
ょ
る
邇
摩
郡
支
配
が
継
続
し
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
尼
子
経
久
の
跡
を
嗣
い
だ
孫
の
晴
久
は
、
弘
治
二
年
(
一
五
五
六
)
に
石
見

銀
山
山
吹
城
を
攻
略
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
先
立
つ
天
文
二
十
一
年
(
一
五
五
二
)

杵
築

に
は
、

(
8
)

商
人
の
坪
内
宗
五
郎
に
対
し
て
、
「
石
州
佐
間
銀
山
」
の
屋
敷
五
ケ
所
を
与
え
て
い
る
。
十
六
世
紀

半
ば
の
尼
子
氏
が
、
石
見
銀
山
に
進
出
し
て
屋
敷
権
益
を
確
保
し
、
さ
ら
に
は
銀
山
全
体
を
掌
握

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
、
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
方
針
の
変
化
は
、
石
見
銀
山
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の
が
、
一
五
四
0
年
代
を
境
に

変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
ょ
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
輸
入
品
で
あ
っ
た
銀
が
、
中
国
大
陸
に
向

け
て
次
々
と
送
り
込
ま
れ
て
い
く
時
代
に
入
っ
て
い
た
。
基
軸
通
貨
を
銅
銭
か
ら
銀
に
転
換
し
て

つ
た
明
帝
国
内
で
は
、
銀
の
需
要
が
高
ま
り
、
自
ず
か
ら
銀
の
価
値
が
上
が
っ
て
い
っ
た
。
十

い六
世
紀
後
半
は
、
他
な
ら
ぬ
銀
の
掌
握
が
、
大
き
な
財
政
基
盤
と
な
る
可
能
性
の
高
い
時
代
で
あ
っ

た
と
言
え
る
0

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
尼
子
氏
に
ょ
る
直
接
的
な
対
外
貿
易
や
、
銀
を
用
い
た
武
器
の
購
入
、

人
の
雇
用
、
給
分
の
給
与
な
ど
の
事
例
を
史
料
的
に
確
雫
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
天
文
十
三
年

に
佐
陀
社
(
松
江
市
の
佐
太
神
社
)
へ
晴
久
が
寄
進
し
た
太
刀
「
助
平
」
の
ハ
バ
キ
(
刀
身
の
根

本
を
包
み
、
鍔
と
刃
を
繋
ぐ
金
ヨ
六
)
が
銀
で
で
き
て
い
た
よ
う
に
、
装
飾
等
に
利
用
さ
れ
た
事
例

は
あ
る
が
、
尼
子
氏
の
銀
山
支
配
と
の
関
係
性
を
直
接
示
す
も
の
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
鉄
炮

の
使
用
が
列
島
に
産
し
な
い
塩
硝
(
硝
石
)
の
高
い
需
要
を
も
た
ら
し
、
た
と
え
ば
天
正
期
に
豊

後
国
大
友
誕
か
ら
山
中
鹿
介
へ
贈
ら
れ
た
事
実
も
あ
る
が
(
「
橋
本
家
文
皇
国
」
『
出
雲
尼
子
史
料

集
』
一
七
八
五
)
、
輸
出
入
品
(
銀
と
硝
石
)
が
直
接
交
換
さ
れ
る
と
と
ら
え
る
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
り
、
実
際
の
商
取
引
関
係
は
は
る
か
に
複
雑
で
タ
タ
く
の
人
と
媒
介
財
を
介
し
て
行
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
尼
子
氏
に
と
っ
て
の
金
属
資
源
の
重
要
性
は
、
銀
と
い
う
「
モ
ノ
」
そ
の
も

の
の
物
質
的
価
値
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
石
見
銀
山
の
掌
握

に
は
、
財
政
基
盤
の
強
化
以
^
に
、
ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

4

石
見
銀
山
を
め
ぐ
る
抗
争
の
実
像

Ⅲ

石
見
銀
山
を
め
ぐ
る
尼
子
氏
・
毛
利
氏
の
抗
争
の
中
で
、
毛
利
氏
が
調
略
の
内
実
を
記
し
た
密

書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
史
料
が
、
残
さ
れ
て
い
る
。
写
で
あ
る
た
め
解
読
も
解
釈
も
困
難
な
箇
所

が
多
い
が
、
概
要
の
み
を
紹
介
し
た
い
。

毛
利
元
就
・
同
隆
元
連
署
書
状
写
(
「
新
裁
軍
記
」
薪
琴

御
状
具
拝
見
候
、
示
給
趣
速
承
知
候
/
＼
誠
不
思
儀
与
申
様
に
て
候
、

(
常
光
)

一
本
城
所
へ
状
之
事
申
候
歎
、
努
々
被
遣
間
敷
候
/
＼
、

一
口
上
二
て
も
本
城
・
此
方
申
か
ハ
し
候
な
と
の
事
被
仰
聞
問
敷
候
/
＼
、
雲
州
番
衆
与
本
城
と

二
と
り
に
ハ
、
せ
め
て
ハ
本
こ
そ
此
方
へ
一
味
候
へ
と
の
事
も
、
申
よ
く
も
候
す
れ
に
て
候
条
、

(
石
見
)

本
城
を
雲
之
番
衆
に
は
た
さ
せ
候
て
ハ
、
更
無
所
詮
候
/
＼
去
年
河
本
陳
之
刻
も
、
法
泉
寺

よ
り
被
申
遣
候
、
一
円
大
辻
に
ハ
取
相
候
ハ
ね
と
も
、
さ
す
か
法
泉
寺
に
ハ
し
た
し
き
や
う
に

候
つ
る
、
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一
松
か
ハ
と
哉
ら
ん
に
ハ
、
其
方
物
か
た
り
の
分
ハ
、
雲
州
番
衆
ハ
引
分
候
事
も
あ
る
へ
く
候
、

其
時
者
い
つ
れ
成
共
、
此
方
へ
ひ
け
候
ハ
ん
か
た
を
、
町
人
等
相
催
候
て
、
馳
走
候
へ
と
可
被

仰
候
ノ
＼
、
さ
候
者
可
為
忠
節
由
可
被
仰
聞
候
、
さ
候
而
可
有
御
返
候
ノ
＼
、

一
彼
松
か
わ
ニ
ハ
、
雲
之
番
衆
・
本
城
間
わ
る
き
由
、
其
方
申
候
へ
丑
へ
更
誠
し
か
ら
す
候
、
さ

＼
、

ノ

様
之
事
ハ
あ
る
ま
し
き
よ
し
、
此
御
あ
い
は
可
然
候
/
＼

一
此
次
を
も
つ
て
、
雲
之
番
衆
之
内
、
古
志
を
初
と
し
て
、
五
人
之
内
此
方
へ
ち
と
も
ぬ
き
口

に
も
候
す
る
衆
を
、
引
候
て
見
候
而
く
れ
候
へ
か
し
と
可
被
仰
候
ノ
＼
、
彼
松
か
わ
を
使
に
し

(
尼
子
)

て
、
御
ひ
き
候
て
御
ら
ん
あ
る
へ
し
と
ノ
＼
さ
い
な
き
事
、
又
彼
衆
之
内
に
も
尼
を
恨
候
衆

も
候
ハ
ん
や
二
候
ノ
＼
、
暮
々
雲
番
衆
・
本
事
引
分
候
様
共
ハ
努
々
有
間
敷
候
へ
と
も
、
も
し

ノ
＼
物
の
ふ
し
き
二
て
、
さ
様
之
事
も
候
ハ
ん
時
は
、
此
方
へ
成
そ
う
に
候
す
る
か
た
を
、
町

人
を
も
よ
ほ
し
候
て
合
力
候
ハ
ん
事
可
然
之
由
可
被
仰
ま
て
二
て
候
、
其
分
計
二
て
可
有
御

返
候
ノ
＼
恐
々
謹
言
、

(
永
禄
三
年
力
)

七
月
廿
二
日

5

元
春
ま
い
る
御
返
報

元
春
ま
い
る
御
返
報

当
時
、
毛
利
元
就
・
隆
元
父
子
は
安
芸
国
吉
田
(
{
女
芸
高
田
市
)
に
、
吉
川
元
春
は
石
見
国
方

面
に
在
陣
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
城
常
光
や
希
番
衆
(
尼
子
氏
が
派
遣
し
た
番

衆
・
古
志
氏
は
じ
め
と
す
る
五
氏
な
ど
の
尼
子
氏
直
轄
軍
)
は
、
石
見
銀
山
の
防
衛
に
当
た
り
、

山
吹
城
に
在
番
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書
状
の
大
意
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

受
け
取
っ
た
元
就
・
隆
元
は
、
そ
の
対
応
策
を
指
示
し
て
い
る
。
元
春
に
面
会
を
求
め
た
者
は
、

「
松
か
わ
」
と
名
乗
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
仲
介
役
を
申
し
出
た
人
物
が
本
城
常
光
宛
て
の
書
状
を
書
く
よ
う
提
案
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
決
し
て
書
状
な
ど
書
い
て
渡
し
て
は
い
け
な
い
、
と
指
示
し
て
い
る
。

次
に
、
た
と
え
口
頭
で
あ
っ
て
も
、
本
城
常
光
と
毛
利
氏
が
連
絡
を
と
り
あ
っ
て
い
る
な
ど
と

つ
た
こ
と
を
教
え
て
は
い
け
な
い
、
そ
の
事
が
露
見
し
て
本
城
常
光
が
希
番
衆
に
殺
さ
れ
で

いも
し
た
ら
何
に
も
な
ら
な
い
、
と
伝
え
て
い
る
。

続
い
て
、
「
松
か
わ
」
に
対
し
て
、
元
春
か
ら
口
頭
で
伝
え
る
べ
き
内
容
稀
か
く
記
さ
れ
る
。

「
本
城
常
光
に
対
す
る
調
略
な
ど
や
ら
な
く
て
も
、
術
番
衆
同
士
が
分
裂
す
る
可
能
性
も
あ
る
の

で
、
そ
の
時
は
、
ど
ち
ら
側
で
も
い
い
か
ら
、
味
方
に
引
き
込
め
そ
う
な
方
に
、
町
人
を
利
用
し

て
、
密
か
に
毛
利
方
へ
の
現
形
を
働
き
か
け
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
毛
利
氏
に
対
す
る

こ
の
上
な
い
齢
で
あ
る
」
、
「
希
番
衆
と
本
城
常
光
の
仲
が
悪
い
と
、
あ
な
た
(
松
か
わ
)
は

言
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
事
実
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
、
「
希
番
衆
の
中
に
も
尼
子
氏
を
恨
ん
で

い
る
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
雲
州
番
衆
五
人
の
内
の
一
部
で
も
、
毛
利
氏
方
へ
転
じ
る

よ
う
誘
っ
て
み
て
ほ
し
い
」
「
術
番
衆
と
本
城
常
光
が
分
裂
す
る
様
な
霞
は
全
く
想
定
で
き
な
い

が
、
も
し
も
ま
か
り
間
違
っ
て
両
者
が
仲
違
い
で
も
し
た
な
ら
ば
、
毛
利
氏
方
へ
付
き
そ
う
な
方

町
人
を
使
っ
て
現
形
を
促
し
、
支
援
し
て
ほ
し
い
」
等
々
。
元
就
・
隆
元
は
、
元
春
に
対
し

、

こて
、
以
上
の
こ
と
だ
け
を
「
松
か
わ
」
に
伝
え
、
す
み
や
か
に
追
い
返
す
よ
う
、
指
示
し
て
い
る
。

元
春
の
所
へ
、
毛
利
氏
と
本
城
氏
の
仲
介
役
を
申
し
出
た
人
物
が
あ
り
、
元
春
か
ら
の
手
紙
を

隆
元

元
就

両
人

隆
元
」

(
9
)

こ
こ
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

何
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
毛
利
氏
は
、
す
で
に
本
城
常
光
と
の
問
で
連
絡
を
取
り
合
っ
て
お

り
、
そ
れ
を
継
続
で
き
る
確
実
な
交
渉
ル
ー
ト
も
確
保
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

文
中
に
、
「
去
年
河
本
陳
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
石
見
国
河
本
(
島
根
県
川
本
町
)
の
小
笠
原
氏
と

の
戦
争
の
翌
年
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
書
状
は
永
禄
三
年
(
一
五
六
0
)
も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
城
常
光
は
、
実
際
に
現
形
す
る
永
禄
五
年
よ
り
二
年
以
上

戦国期の地域権力と石見銀山
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前
か
ら
毛
利
氏
と
連
絡
を
取
り
合
い
、
お
そ
ら
く
毛
利
氏
へ
の
一
味
を
も
選
択
肢
に
入
れ
な
が
ら
、

毛
利
氏
と
交
渉
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

「
松
か
わ
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
『
毛
利
元
就
卿
伝
』
(
一
九
八
四
年
)
で
は
、
山
口
法
泉
寺

の
僧
で
本
城
常
光
の
弟
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
事
実
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
一
兀
就

隆
元
が
、
「
松
か
わ
」
を
信
用
し
て
し
ま
う
の
は
危
険
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
文
面
か

ら
{
祭
せ
ら
れ
る
。
毛
利
氏
に
と
っ
て
、
対
本
城
氏
交
渉
は
最
高
機
密
に
属
す
る
情
報
で
あ
り
、
そ

れ
を
「
松
か
わ
」
に
は
決
し
て
漏
ら
し
た
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
毛
利
氏
は
、
た
ま
た
ま
本
城
氏
説
得
を
申
し
出
た
人
物
を
利
用
し
て
、
現
形
の
範
囲
を

さ
ら
に
拡
大
す
る
手
段
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
山
吹
城
攻
略
の
足
が
か
り
と
し
て
確
保
し
て
い

る
本
城
氏
の
立
場
を
悪
く
し
な
い
た
め
尼
子
番
衆
と
本
城
氏
を
対
立
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
、
尼
子

番
衆
を
内
部
分
裂
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

も
と
も
と
解
釈
の
難
し
い
写
史
準
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
憶
測
は
、
史
料
の
負
担
能
力
を
越
え

て
い
る
が
、
毛
利
氏
と
本
城
氏
は
、
す
で
に
将
来
の
現
形
を
基
本
合
意
し
て
い
た
可
能
性
す
ら
否

定
は
で
き
な
い
し
、
さ
ら
に
尼
子
番
衆
の
分
裂
を
促
す
調
略
を
す
で
に
画
策
し
て
い
た
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
本
城
常
光
を
危
険
に
さ
ら
さ
ぬ
よ
う
、
「
松
わ
か
」
に
対
し
て
困

難
な
要
請
を
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
実
質
的
に
手
を
ひ
か
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
書
状
は
最
高
機
密
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
自
体
が
「
密
宝
白
」

0

いで
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
文
面
に
表
れ
な
い
裏
の
戦
略
ま
で
は
、
な
か
な
か

う
か
が
い
知
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
生
々
し
い
調
略
の
実
態
に
つ
い
て
、
そ

、し

の
一
断
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
戦
闘
行
為
は
最
後
に
現
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
水

面
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
諜
報
戦
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
石
見
銀
山

以
外
に
も
見
ら
れ
た
実
態
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
毛
利
氏
の
石
見
銀
山
掌
握
に
か
け
る
執
念
の
凄
ま
じ
さ
を
、

よ
く
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
十
六
世
紀
半
ば
の
石
見
銀
山
は
、
明
ら
か
に
、

地
域
権
力
が
存
亡
を
か
け
て
奪
い
合
う
抗
争
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
一

体
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
、
永
禄
五
年
(
一
五
六
二
)
に
毛
利
氏
が
石
見
銀
山
を
掌
握
し
た
の
は
、
山
吹
城
を

守
る
本
城
常
光
が
尼
子
氏
方
か
ら
毛
利
氏
方
へ
転
じ
た
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
年

十
一
月
に
至
り
、
出
雲
国
に
在
陣
中
の
毛
利
氏
は
、
本
城
氏
一
族
を
一
斉
に
殺
害
し
、
粛
清
し
て

い
る
。
長
期
に
わ
た
る
調
略
の
努
力
の
結
果
、
よ
う
や
く
味
方
と
な
っ
た
本
城
氏
一
族
を
、
な
ぜ

^
丸
^
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

元
和
年
間
成
立
の
「
森
脇
覚
書
」
(
米
原
正
義
校
訂
『
中
国
史
料
集
』
一
九
六
六
年
)
に
ょ
れ
ば
、

こ
の
後
山
吹
城
は
、
城
番
を
務
め
て
い
た
本
城
氏
家
臣
服
部
氏
が
城
を
明
け
渡
し
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
や
や
後
年
の
記
述
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
本
城
常
光
が
毛
利
氏
方

に
^
じ
た
際
に
、
山
^
^
を
{
一
^
^
王
に
明
け
^
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
引
き
^
き
石
^
^
山
支
配
に

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
常
光
は
、
山
吹
城
を
掌
握
し
た

ま
ま
、
毛
利
氏
方
へ
転
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
城
氏
は
、
単
に
尼
子
氏
が
派
遣
し
た
城
番
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
前
述
の
毛
利
氏
「
密

書
」
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
尼
子
氏
派
遣
の
番
衆
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
本
城
氏

は
、
石
見
国
邑
智
郡
・
{
女
芸
国
高
田
郡
に
展
開
し
た
高
橋
氏
の
一
族
で
あ
る
。
高
橋
氏
自
体
は
、

享
禄
年
問
の
毛
利
氏
な
ど
の
攻
撃
に
ょ
っ
て
滅
ぽ
さ
れ
た
が
、
高
橋
氏
旧
領
は
、
石
見
銀
山
と
山

陽
方
面
を
結
ぶ
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
も
と
も
と
銀
山
の
存
立
と
も
{
密
接
に

関
連
す
る
地
域
を
基
盤
と
す
る
一
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
、
毛
利
氏
の
銀
山
代
官

を
務
め
た
生
田
就
光
も
、
高
橋
氏
一
族
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
尼
子
氏
・
毛
利
氏
の
銀

(
W
)

山
支
配
を
実
質
的
に
支
え
て
い
た
の
は
、
高
橋
氏
一
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

前
後
の
経
緯
を
見
る
限
り
、
本
城
氏
が
毛
利
氏
方
へ
転
じ
た
際
の
最
需
な
条
件
に
は
、
山
吹

城
の
引
き
渡
し
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
毛
利
氏
に
ょ
る
石
見
銀
山
の
本
格
的
支

配
は
、
本
城
氏
一
族
討
滅
に
ょ
っ
て
開
始
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
毛
利
氏
が
そ
こ
ま
で
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
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Ⅳ
戦
国
期
権
力
に
よ
る
石
見
銀
山
支
配
の
意
味

S
鉱
山
都
市
の
出
現
と
移
動
す
る
人
々
S

以
上
の
よ
う
に
、
石
見
銀
山
を
め
ぐ
る
攻
防
戦
は
、
苛
酷
で
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ー
で

は
、
そ
の
こ
と
が
、
銀
の
物
質
的
価
値
と
は
異
な
る
視
点
の
必
要
性
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
、
と

述
べ
た
。
Ⅱ
で
も
、
尼
子
氏
に
ょ
る
銀
山
の
掌
握
に
は
、
財
政
基
盤
強
化
以
外
に
も
目
的
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
Ⅲ
で
は
、
毛
利
氏
が
徹
底
し
た
調
略
と
危
険
で
陰
惨
な
手
段
を
用
い
て

ま
で
石
見
銀
山
の
掌
握
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
は
何
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
て
み
た
。
以
下
で
は
、

そ
の
回
答
に
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
事
象
を
、
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

石
見
銀
山
に
関
し
て
戦
国
期
権
力
が
着
目
し
て
い
た
の
は
(
あ
る
い
は
着
目
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
は
)
、
財
政
基
盤
に
直
結
す
る
銀
の
物
質
的
価
値
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
関
わ
る

人
々
と
モ
ノ
の
新
し
い
流
れ
、
そ
れ
ら
が
生
み
出
す
社
会
全
体
の
変
化
、
ひ
い
て
は
秩
序
の
混
乱

に
こ
そ
、
強
い
関
、
^
と
危
^
^
一
^
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ー
に
お
い
て
^
れ
た
よ
う
に
、
^
玉

属
資
源
と
戦
国
期
権
力
と
の
実
際
の
接
点
は
、
流
通
を
介
し
た
問
接
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、

そ
う
し
た
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
な
い
権
力
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
金
属
自
体
を
掌
握
す
る
条
件

を
も
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

十
六
世
紀
半
ば
の
石
見
銀
山
に
は
大
量
の
人
々
希
入
し
、
巨
大
な
鉱
山
都
市
が
形
成
さ
れ
て

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
技
術
者
・
職
人
・
商
人
の
み
で
は
な
く
、
タ
瓢
な
生
業
の
人
々

いが
集
住
・
往
来
す
る
、
巨
大
な
都
市
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

/
＼
、

各
口
伝
有
之
、

右
立
花
之
条
々
者
、
難
為
家
秘
本
、
依
深
御
執
心
、
和
泉
堺
甲
小
路
之
芝
築
地
弥
右
衛
尉
殿
江
於

石
州
銀
山
令
相
伝
畢
、
努
々
不
可
他
見
者
也
、
可
秘
々
々
、

池
坊
専
栄
立
花
伝
書
(
九
州
大
学
檜
垣
文
庫
資
僻
塵

0
瓶
に
花
を
さ
す
事
、
古
よ
り
有
と
ハ
聞
侍
れ
と
、
そ
れ
ハ
美
花
を
の
ミ
賞
し
て
、
草
木
の
風
興

を
も
わ
き
ま
へ
す
、
只
さ
し
生
た
る
計
也
、
(
中
略
)
誠
千
草
万
木
猶
お
お
か
れ
は
、
中
々

注
し
も
あ
へ
か
た
き
物
ゆ
へ
、
よ
し
な
き
た
は
ふ
れ
く
さ
、
さ
の
ミ
ハ
と
筆
を
さ
し
置
ぬ
、
比
興

永
禄
十
年
卯
月
日

(
Ⅱ
)

楠
本
宇
右
衛
門
殿

永
禄
十
年
(
一
五
六
七
)
四
月
は
、
尼
子
氏
の
滅
亡
後
ま
も
な
い
毛
利
氏
支
配
下
の
時
代
で
あ

る
。
池
坊
第
三
十
世
と
い
わ
れ
る
宙
菜
は
、
こ
の
時
、
石
見
銀
山
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

立
花
の
口
伝
書
を
遣
わ
し
た
相
手
は
、
「
和
泉
堺
甲
小
路
之
芝
築
地
弥
右
衛
(
門
脱
"
)
尉
」
と
い
う

人
物
で
あ
っ
た
。

石
見
銀
山
は
単
に
技
術
者
が
集
住
し
て
生
産
・
搬
出
を
担
う
よ
う
な
作
業
場
で
あ
っ
た
の
で
は

な
く
、
想
像
を
越
え
る
よ
う
な
遠
隔
地
の
大
商
人
を
含
む
諸
商
人
や
、
生
活
・
流
通
全
般
に
多
様

な
側
面
で
関
わ
る
人
々
が
暮
ら
す
都
市
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
文
化
的
な
領
域
に

も
及
び
、
都
か
ら
高
名
な
華
道
家
が
来
訪
し
活
躍
で
き
る
場
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
遠
隔
地
か
ら
来
住
し
た
商
人
た
ち
の
も
た
ら
し
た
、
様
々
な
文
化
的
営
条
存

在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

十
六
世
紀
後
半
の
石
見
銀
山
に
お
い
て
は
、
堺
商
人
の
痕
跡
が
随
所
に
腎
ら
れ
る
。
「
甲
小
路

之
芝
築
地
弥
右
衛
門
尉
」
も
、
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
瀬
戸
内
海
と
の
密
接

な
結
び
つ
き
は
、
多
数
の
銀
山
居
住
者
た
ち
が
厳
島
神
社
・
吉
備
津
神
社
へ
の
寄
進
・
奉
納
を
繰

り
返
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
東
シ
ナ
海
に
ま
で
及
ぶ
海
域
に

活
動
の
場
を
広
げ
た
備
中
国
連
島
の
三
宅
氏
一
族
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
宅
氏
も

ま
た
、
堺
の
三
宅
氏
と
関
連
す
る
一
族
と
見
ら
れ
て
い
る
。
後
に
徳
川
家
康
に
重
用
さ
れ
た
安
原

池
坊

専
栄
(
花
押
)
(
印
)
(
印
)
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備
中
も
、
同
じ
く
備
中
国
か
ら
の
来
住
者
で
あ
っ
た
。

昆
布
山
・
栃
畑
の
膨
大
な
石
垣
群
、
石
銀
地
区
の
過
密
都
市
遺
構
な
ど
、
現
在
ま
で
残
さ
れ
た

断
片
を
見
る
だ
け
で
も
、
か
つ
て
の
石
見
銀
山
が
巨
大
な
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
代
の
石
見
銀
山
に
は
、
ど
こ
か
ら
、
誰
が
入
っ
て
き
て
も
、
全
く
不
思

(
些

議
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
期
の
石
見
銀
山
周
辺
に
見
ら
れ
た
現
象
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
列
島
各
地
か
ら
移
動
し
て
き
た
様
々
な
職
種
の
人
々
が
集
住
し
、

消

費
地
と
し
て
の
規
模
も
き
わ
め
て
大
き
い
。
周
辺
地
域
や
遠
隔
地
か
ら
の
多
様
な
商
品
が
大
量
に

流
入
し
、
ま
た
、
鉱
山
都
市
内
部
や
近
隣
地
域
に
お
い
て
生
産
用
具
や
生
活
必
需
品
が
製
造
さ
れ
、

次
々
と
新
た
な
物
張
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
霊
構
造
や
生
業
の
あ
り
方
が
大
き
く
変

化
し
、
人
々
の
移
動
を
さ
ら
に
促
し
、
社
会
全
体
の
構
造
も
変
化
し
て
い
く
。

争
奪
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
時
代
の
石
見
銀
山
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
銀
山
居
住
者
の
本
拠
地
や
出
身
地
は
広
い
範
囲
に
及
び
、
流
通
構
造
の
変
化
は
周
辺
の
広

い
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
し
は
じ
め
て
い
た
。
日
本
海
沿
岸
に
は
「
唐
船
」
(
中
国
の
ジ
ャ
ン
ク
船
)

や
南
九
州
の
船
が
出
現
し
は
じ
め
、
杵
築
大
社
門
前
町
や
厳
島
門
前
町
に
お
い
て
も
、
秩
序
の
混

乱
が
見
ら
れ
た
。
鉱
山
そ
の
も
の
を
奪
い
合
う
戦
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
理
由
は
、
銀
の
財
政
的

価
値
が
高
ま
っ
た
こ
と
や
、
当
該
期
に
良
質
な
銀
を
産
出
し
た
露
頭
や
問
歩
が
仙
ノ
山
一
一
市
に
比

較
的
ま
と
ま
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
山
吹
城
を
は
じ
め
銀
山
全
体
を
掌
握
す
る
に
ふ
さ
わ

し
い
軍
事
拠
点
を
形
成
し
う
る
地
形
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
相
楚
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

何

よ
り
も
、
中
国
地
方
に
お
い
て
領
域
的
支
配
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
中
心
的
都
市
へ
と
拡
大
を

続
け
る
石
見
銀
山
を
掌
握
す
る
こ
と
が
、
不
可
欠
な
課
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
で
銀
山
を
支
配
し
て
き
た
大
内
氏
の
力
が
大
き
く
後
退
し
た
こ
と
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
。
結
果

重
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
内
氏
も
尼
子
氏
も
、
石
見
銀
山
を
失
っ
て
一
気
に
衰
退
し
滅
亡
し
た
。

ど
の
権
力
に
と
っ
て
も
、
此
所
を
掌
握
す
る
こ
と
が
存
亡
に
直
結
す
る
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い

た
こ
と
を
、
つ
か
が
わ
せ
て
い
る
。

石
見
銀
山
の
支
配
と
は
、
巨
大
化
し
た
鉱
山
都
市
に
対
す
る
統
制
に
独
占
的
な
優
位
性
を
確
保

す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
支
配
は
、
決
し
て
石
見
銀
山
周
辺
の
限
ら
れ
た
場
所

の
制
圧
だ
け
で
は
実
現
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
小
ノ
な
く
と
も

数
ケ
国
に
及
ぶ
地
域
権
力
で
あ
る
が
故
に
果
た
す
べ
き
役
割
が
期
待
さ
れ
、
十
六
世
紀
半
ぱ
の
石

見
銀
山
が
、
地
域
権
力
の
存
立
に
と
つ
て
死
活
的
な
意
味
を
も
つ
段
階
に
至
っ
て
い
た
こ
と
を
、

示
し
て
い
る
。

お
わ
り
に
 
S
戦
国
期
地
域
権
力
に
と
っ
て
の
石
見
銀
山
S

尼
子
晴
久
が
、
弘
治
二
年
(
一
五
五
六
)
に
石
見
銀
山
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
掌
握
し
た
こ
と

は
、
尼
子
氏
が
強
大
化
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
大
内
氏
と
毛
利
氏
が
全
面
戦
争
に
突
入
し
、
そ
れ

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
十
八
日
の
安
来
市
に
お
け
る
講
演
「
尼
子
氏
と
石
見
銀
山
」
こ

即
し
た
内
容
の
投
稿
を
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
講
演
用
の
原
稿
を
も
と
に
書
き
直
し
た
も
の

で
あ
る
。
論
文
と
し
て
の
成
り
立
ち
や
構
成
自
体
が
講
演
を
前
提
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

別
途
公
刊
の
講
演
録
と
も
重
複
す
る
部
分
が
多
い
こ
と
を
、
お
"
申
し
上
げ
た
い
。

爲
根
大
学
教
授
)

註
(
]
)
秋
山
伸
隆
「
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
石
見
銀
山
支
配
」
(
岸
田
裕
之
編
『
中
国
地
域
と
対
外
関

係
』
二
0
0
三
年
)
。

(
乙
年
未
詳
三
月
五
日
尼
子
氏
家
臣
連
署
米
留
印
判
状
(
「
坪
内
家
文
書
」
『
大
社
町
史
史
料

編
』
一
四
三
 
S
 
一
四
三
三
)
。

(
3
)
谷
口
一
夫
『
武
田
軍
団
を
支
え
た
甲
州
金
』
(
二
0
0
七
年
)
。

ι
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(
4
)
萩
原
三
雄
「
中
近
世
の
金
山
と
社
会
・
文
化
」
(
竹
田
和
夫
編
『
歴
史
の
な
か
の
金
・
銀

銅
』
二
0
 
二
二
年
)
。

(
5
)
前
掲
註
(
1
)
秋
山
氏
論
文
。

(
6
)
戦
国
時
代
の
権
力
が
、
鉱
山
支
配
・
貴
金
属
掌
握
に
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
評

価
は
、
^
実
に
即
し
た
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。
流
通
課
税
に
ょ
る
間
接
的
な
鉱
山
支
配

を
、
江
戸
時
代
徳
川
氏
に
ょ
る
直
営
的
直
轄
支
配
と
比
較
し
て
「
遅
れ
て
い
る
」
と
評
価

す
る
こ
と
は
、
鉱
山
の
有
す
る
価
値
の
内
{
谷
が
異
な
っ
て
い
る
点
を
見
落
と
し
て
お
り
、

発
展
段
階
論
的
に
近
世
へ
の
展
開
を
論
じ
る
固
定
的
な
見
方
・
考
え
方
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
、
つ
か
。

(
7
)
大
永
四
年
四
月
十
九
日
日
御
崎
社
修
造
勧
進
簿
(
「
日
御
碕
神
社
文
皇
白
」
『
大
社
町
史
史

欝
』
一
 
0
六
0
)
。

(
§
天
文
二
十
一
年
十
二
月
二
日
尼
子
晴
久
袖
判
家
臣
連
署
奉
書
写
(
「
尼
子
家
古
記
類
」
『
大

社
町
史
史
料
編
』
一
三
六
四
)
。

(
9
)
田
村
哲
夫
舒
『
毛
利
元
就
軍
記
考
証
新
裁
軍
記
』
(
一
九
九
三
年
)
。

(
四
長
谷
川
博
史
「
毛
利
元
就
の
山
陰
支
配
」
(
『
島
根
史
学
会
会
報
』
五
十
、
一
る
三
一
年
)
。

(
Ⅱ
)
『
新
修
福
岡
市
史
資
料
編
中
世
1
』
(
二
0
-
0
年
)
。
西
谷
正
浩
氏
の
御
教
示
に
ょ
る
。

(
些
米
澤
英
昭
「
一
六
世
紀
南
九
州
の
港
津
役
人
と
島
津
氏
」
(
『
宮
崎
県
地
域
史
研
究
』
三
二
、

二
0
0
九
年
)
に
ょ
れ
ば
、
天
正
六
年
(
一
五
七
八
)
薩
摩
国
加
世
田
片
浦
の
臨
「
山

下
造
酒
佐
」
が
、
「
中
国
銀
山
」
へ
往
来
し
て
い
る
。
ま
た
、
遠
国
か
ら
来
住
し
た
数
多
の

銀
山
居
住
者
た
ち
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
博
史
「
毛
利
氏
支
配
下
に
お
け
る
石
見
銀
山
の

居
住
者
た
ち
」
(
池
享
・
遠
藤
ゆ
り
子
編
『
産
金
村
落
と
奥
州
の
地
域
社
△
亘
二
0
ご
歪
)

を
参
照
の
こ
と
。
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