
立
命
館
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第
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）

六
八
　
（
六
一
六
）

Ａ
・
ス
ミ
ス
　
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
わ
け
る

国
家
経
費
に
関
す
る
理
論
の
展
開
皿

古
典
学
派
に
お
げ
る
財
政
思
想
　
内箕

　
浦

格
　
良

三

　
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
従
え
ぼ
〔
外
的
Ｈ
由
の
制
咬
の
も
と
に
お
け
る
君
主
の
簸
務
は
国
防
、
治
安
維
持
、
公
共
土
木
事
業
及
び
公
共
施

没
の
創
設
維
持
に
映
定
せ
ら
れ
る
。
興
一
一
口
す
れ
ぼ
〔
｛
主
虚
国
京
の
職
能
即
ち
そ
の
国
宗
作
用
は
こ
の
三
種
類
に
眼
定
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
之
等
の
職
能
淳
け
に
伴
う
と
こ
ろ
の
経
費
は
杜
会
の
連
小
、
売
展
に
伴
い
そ
の
桃
を
異
に
す
る
。
然
し
な
が
ら
之
等
の

維
費
一
」
っ
い
て
は
こ
れ
に
適
応
す
べ
き
同
家
収
人
が
必
要
で
あ
る
が
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
国
宗
収
人
を
同
有
財
膿
収
入
と
租
税
収
入
と

す
る
の
で
あ
る
。
川
ち
杜
公
の
一
般
的
杵
し
く
は
公
共
的
収
人
の
似
災
に
っ
い
て
は
す
べ
て
の
収
人
は
元
首
に
属
す
る
財
陸
か
、
人

Ｎ
の
収
入
か
ら
火
ず
る
と
な
し
、
　
「
国
防
炊
、
元
汽
の
威
厳
を
維
狩
す
る
作
貨
、
火
他
一
切
の
政
府
に
必
要
な
る
経
費
に
充
当
す
べ

き
収
・
へ
は
同
糸
に
特
別
の
収
入
機
構
が
で
き
て
い
な
い
と
き
に
は
、
特
に
元
首
又
は
国
宗
に
属
し
、
人
民
の
収
人
と
は
別
個
の
基
金



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
）

～
己
に
よ
る
か
、
　
又
は
人
民
の
収
入
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
」
と
論
じ
て
「
特
に
元
首
又
は
同
家
に
属
し
て
い
る
と
こ

ろ
の
財
源
艘
ｏ
｛
昌
詳
又
は
収
入
の
源
泉
は
資
本
。
。
暮
斤
か
土
地
か
、
い
ず
れ
か
で
成
り
立
っ
て
い
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
う

し
て
元
首
は
他
の
資
本
の
所
有
者
と
同
じ
く
そ
の
資
本
・
。
叶
ｏ
鼻
を
使
用
し
利
澗
と
い
う
形
態
で
収
入
を
獲
得
す
る
か
、
又
は
他
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

貸
付
け
て
利
子
と
い
う
形
態
で
収
入
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
が
、
然
し
「
こ
の
元
首
又
は
国
家
に
属
す
る
収
入
の

二
っ
の
源
泉
で
あ
る
公
共
的
な
る
資
本
と
公
共
的
な
る
土
地
と
は
、
い
ず
れ
も
大
き
く
そ
う
し
て
文
明
国
の
必
要
と
す
る
経
費
を
支

弁
す
る
財
源
と
し
て
は
不
適
叫
」
で
あ
り
、
不
充
分
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぼ
、
こ
の
経
費
の
大
部
分
は
或
種
の
租
税
即
ち
国
民
の
個
人

的
収
入
の
一
部
を
も
っ
て
元
首
又
は
国
家
の
公
共
的
な
る
収
入
に
充
当
す
る
た
め
に
貢
納
す
る
租
税
に
よ
っ
て
支
弁
す
る
こ
と
に
な

缶
）
と
述
べ
て
い
る
・
か
く
し
て
Ａ
・
ス
ー
ス
は
国
家
の
任
務
と
し
て
の
一
般
行
政
的
性
格
を
つ
と
こ
ろ
の
国
家
事
業
を
論
じ
た

る
後
私
経
済
的
性
格
を
も
っ
国
家
専
業
に
論
及
す
る
の
で
あ
る
。
私
経
済
的
性
格
を
も
っ
と
こ
ろ
の
国
家
事
業
は
種
類
の
多
い
も
の

で
あ
る
が
、
行
政
的
主
体
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
国
家
が
私
経
済
的
性
格
を
も
つ
国
家
事
業
の
経
営
主
体
と
な
る
こ
と
に
は
障
害
が

あ
り
不
適
当
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
「
君
主
の
事
務
の
処
琳
は
常
に
免
れ
る
こ
と
の
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

な
い
浪
費
が
伴
い
、
そ
の
事
業
の
成
功
を
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
な
し
、
元
首
が
〔
ら
そ
の
資
本
を

使
用
し
て
各
種
の
事
業
を
経
営
し
以
て
国
宗
収
入
を
企
て
る
こ
と
を
得
る
し
又
は
国
家
ｎ
ら
金
融
業
を
経
営
し
て
収
人
を
得
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

が
で
き
る
が
、
　
「
君
土
が
、
柿
業
的
事
業
を
経
営
し
商
人
と
し
て
は
成
功
し
た
例
は
な
い
」
と
な
し
、
そ
う
し
て
「
崎
人
と
元
首
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
、
、

二
っ
の
性
格
は
両
立
し
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
外
し
な
が
ら
「
郵
便
事
業
は
木
来
陥
茱
的
な
る
箏
茉
で
あ
る
カ
　
政
府
は
、

各
枢
の
傷
所
を
設
置
し
・
必
要
な
る
馬
及
び
車
を
購
入
し
、
又
は
什
り
入
れ
る
萄
を
前
貸
す
る
。
而
し
て
そ
の
郵
送
さ
れ
る
物

に
対
し
て
徴
収
す
る
料
金
に
よ
一
て
、
梅
め
て
大
な
る
利
蓼
以
て
、
そ
の
償
一
、
婁
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
府
の
嚢
と
し

　
　
　
　
Ａ
．
ス
ミ
ス
Ｊ
．
Ｓ
．
ミ
ル
に
お
け
る
国
家
籔
に
閑
す
姦
論
の
鵠
皿
一
箕
浦
一
　
　
　
六
九
一
六
一
七
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
（
六
一
八
）

て
そ
の
経
営
に
成
功
し
た
唯
一
の
商
茉
的
事
茉
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
貸
付
げ
る
資
本
金
８
葺
巴
は
そ
ん
な
に
巨
額
な
る
も
の
で

は
な
い
。
又
そ
の
事
業
そ
の
も
の
に
は
何
の
秘
密
も
な
い
。
そ
の
代
金
の
回
収
は
確
実
で
あ
る
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
回
収
も
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

ち
け
」
け
は
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
国
家
は
そ
の
公
共
的
収
入
の
一
部
を
資
本
の
利
洲
に
よ
る
と
同
じ
く
貨
幣
の
貸
け
に
よ
る
利

子
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
然
し
な
が
ら
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
資
本
・
信
用
に
よ
る
収
入
よ
り
は
国
家
収
入
の
財
源
と
し
て
土

地
収
入
の
重
要
性
を
土
地
の
本
質
的
意
義
よ
り
し
て
「
資
本
。
・
ａ
鼻
及
び
信
用
ｏ
お
睾
は
、
そ
の
性
質
が
不
安
定
で
あ
り
、
非
永

続
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
に
対
し
て
安
全
性
と
威
厳
と
を
与
え
る
べ
き
唯
一
の
、
確
実
不
動
に
し
て
永
久
的
な
る
主
要
な
る

吋
源
と
し
て
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
に
牧
畜
民
族
た
る
こ
と
を
逸
脱
し
た
る
大
国
氏
の
政
府
と
し
て
は
、
い
か
な
る
公
共

的
収
入
も
そ
の
公
共
的
収
人
の
大
郁
分
を
か
く
の
如
き
財
涼
か
ら
収
得
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
土
地
は
、

こ
れ
に
比
し
て
一
屑
安
定
し
た
る
永
久
的
性
質
の
財
源
で
あ
る
。
従
っ
て
、
公
有
地
の
地
代
庁
暮
は
、
既
に
牧
畜
民
族
た
る
域
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

逸
脱
し
た
る
多
く
の
大
国
民
の
公
共
的
収
入
の
主
要
な
る
源
泉
を
な
し
て
い
た
。
」
と
約
ず
る
の
で
あ
る
。
従
来
、
久
し
き
…
ギ
リ

シ
ヤ
及
び
イ
タ
リ
ァ
は
公
有
地
の
外
陸
物
又
は
そ
の
地
代
が
旧
宋
に
必
要
な
る
経
費
を
支
介
す
る
た
め
の
収
人
の
大
舳
分
を
な
し
て

い
た
し
又
古
代
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
お
い
て
は
久
し
き
”
王
傾
地
の
地
代
が
元
汽
の
収
人
の
大
郁
分
を
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
之
等
の
仁
地
収
入
に
て
旧
宋
維
炊
に
充
ｗ
コ
す
る
に
充
分
な
る
も
の
で
あ
っ
た
、
一
般
に
職
争
経
貨
と
枚
附
に
要
す
る
仔
費
は
人
旧

に
お
け
る
必
要
な
る
国
索
絡
炊
の
人
な
る
郁
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
タ
リ
ァ
に
お
い
て
は
戦
争
維
炊
が
少
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
し
、
一
般
に
因
吹
維
炊
が
少
な
か
っ
た
封
挫
時
代
に
お
い
て
も
同
味
維
炊
は
王
領
地
収
人
に
よ
っ
て
洲
迷
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
旧
次
維
貨
が
噌
大
す
る
に
伴
っ
て
地
代
も
亦
国
宗
締
炊
の
肘
源
と
し
て
不
充
分
な
も
の
と
な
っ
て

き
た
。
川
ち
そ
の
固
の
地
代
の
全
椰
を
も
っ
て
し
て
も
旧
宗
の
維
常
炊
を
支
弁
す
る
に
足
ら
な
い
の
で
あ
る
、
そ
う
し
て
そ
の
旧
の



土
地
の
全
部
が
国
家
の
放
縦
な
る
鼻
の
も
と
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
れ
ぼ
地
代
そ
の
も
の
も
尚
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し

て
い
る
の
で
あ
缶
）
そ
う
し
て
「
多
数
の
国
崇
土
地
よ
り
獲
得
し
て
い
る
収
入
は
、
そ
の
土
地
の
地
代
に
比
例
し
て
い
な
い
で
、

そ
の
土
地
の
生
産
物
に
比
例
し
て
い
る
。
禽
の
土
地
の
年
・
の
生
産
物
は
、
そ
の
生
産
物
の
中
か
ら
種
子
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
る

も
の
を
除
く
と
・
そ
れ
は
姦
の
国
民
に
よ
一
て
消
費
苫
れ
る
も
の
か
、
或
は
他
の
消
費
せ
ら
る
べ
き
財
貨
と
交
換
せ
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
・
少
く
と
も
土
地
の
生
産
物
を
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
比
較
し
て
減
少
さ
せ
る
よ
う
な
事
柄
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
つ
て

圭
地
所
有
者
の
収
入
を
減
少
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
高
一
層
多
く
多
」
教
国
民
の
そ
れ
を
減
少
せ
し
む
る
も
の
で

あ
む
と
論
じ
て
い
る
・
Ａ
・
ス
ー
ス
は
「
ヨ
ー
一
一
パ
に
お
い
て
現
在
文
明
国
と
い
わ
れ
亀
家
の
な
か
に
は
、
国
有
財
産
と
し

て
の
土
地
の
地
代
に
よ
一
て
・
そ
の
公
共
的
収
人
の
大
部
分
を
獲
得
し
て
い
る
が
如
き
暴
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
然
し
現
在
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

り
て
も
・
了
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
呈
領
と
し
て
広
大
な
る
土
地
を
国
有
と
し
て
い
な
い
大
君
主
国
は
な
い
と
い
つ
て
よ
い
一
と
な

し
・
国
有
地
の
嵩
に
払
下
げ
る
こ
と
が
元
首
に
と
一
て
春
罠
に
と
つ
て
も
利
益
に
な
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て

公
園
・
遊
園
地
・
公
開
の
散
歩
道
、
そ
の
他
国
民
の
快
楽
の
た
め
の
土
地
、
国
家
の
威
髪
整
え
る
た
め
の
土
地
に
つ
い
て
、
こ
れ

羊
地
は
収
入
の
源
泉
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
維
持
費
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
唯
一
の
因
有
堪
と
し
て
の
十
地
で
あ
る
よ
う

に
考
え
ら
如
と
な
し
・
「
商
な
る
君
南
に
お
い
て
、
国
王
が
王
領
地
よ
り
獲
得
す
る
収
入
は
、
個
人
に
と
つ
て
は
何
君
担

と
は
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
奈
ら
凌
は
里
の
獲
得
す
る
と
こ
ろ
の
拙
の
収
人
に
し
て
、
こ
れ
農
い

杜
会
の
負
担
と
な
る
も
の
は
な
い
・
杜
会
に
と
一
て
は
こ
の
里
の
欠
の
代
り
と
し
て
国
王
に
同
額
の
他
の
収
人
を
淡
し
、
王

領
地
を
罠
に
分
割
し
て
下
付
す
る
の
が
、
如
何
な
る
と
き
に
お
い
て
妾
利
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
言
し
て
こ
の
萄
の
口
取
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

の
方
法
は
そ
の
土
地
を
公
売
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
士
上
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
Ａ
．
ス
ミ
ス
Ｊ
．
Ｓ
．
ミ
ル
に
お
け
る
国
家
経
警
関
す
る
理
論
の
鯖
皿
一
箕
浦
一
　
　
　
七
二
一
一
一
九
一



立
命
館
経
済
学
（
第
十
三
巻
・
第
六
号
）

七
二
　
（
六
二
〇
）

（
１
）
　
声
ま
昌
ｃ
ｏ
旨
岸
Ｆ
オ
§
一
亭
◎
｛
オ
ｐ
け
－
ｏ
易
一
Ｐ
べ
８
・

（
２
）
声
註
昌
ｃ
。
旨
豪
二
竃
．
Ｐ
べ
婁

（
３
）
ま
暮
○
つ
ま
芦
Ｈ
竃
．
ｏ
り
．
ミ
ｏ
ー
ミ
ベ

ｈ
４
）
声
３
冒
ｏ
。
昌
亭
Ｌ
竃
ら
．
べ
芦

（
５
）
声
３
冒
ｃ
。
邑
芦
曇
Ｐ
Ｐ
べ
芦

（
６
）
＞
３
冒
ｏ
。
邑
戸
曇
ｑ
．
Ｐ
べ
Ｐ

（
７
）
　
声
｛
～
昌
ｃ
ｏ
昌
岸
７
Ｈ
一
Ｕ
巨
．
Ｐ
ベ
ベ
ｏ
・

（
８
）
声
３
旨
ｏ
。
昌
事
Ｌ
巨
Ｐ
Ｐ
べ
革

（
９
）
＞
３
昌
ｃ
。
邑
言
曇
Ｐ
Ｐ
べ
夷

（
１
０
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「
土
地
の
地
代
、
即
ぢ
土
地
の
生
産
物
の
中
で
土
地
所
有
者
に
属
す
る
部
分
は
、
全
生
産
額
の
三
分
ノ
一
以
上
に
上
る
と
こ
ろ
は
、
イ
ギ
リ

　
ス
王
国
に
は
何
処
に
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
土
地
が
或
一
定
の
耕
作
状
態
の
も
と
で
は
一
年
一
千
万
ポ
ン
ド
の
地
代
は
そ
れ
ぞ
れ
そ

　
の
生
産
の
三
分
の
一
と
仮
定
す
れ
ぼ
、
土
地
の
所
有
老
の
収
入
に
お
い
て
は
、
そ
の
差
は
一
千
万
ポ
ン
ド
に
す
ぎ
た
い
の
で
あ
る
が
、
国
民
多

　
数
の
収
入
に
っ
い
て
は
、
砺
子
に
必
要
な
も
の
を
控
除
し
た
残
金
の
差
は
三
千
万
ポ
ソ
ド
に
上
る
で
あ
ろ
う
、
従
っ
て
そ
の
国
の
人
口
は
、
そ

　
の
数
に
お
い
て
は
、
こ
の
三
千
万
ポ
ソ
ド
の
中
か
ら
概
子
を
控
除
し
た
残
余
が
分
配
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
各
種
の
附
級
の
人
々
が
、

　
そ
の
身
分
に
棉
応
し
た
生
沽
と
支
出
し
て
行
き
得
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
減
少
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
　
（
声
穿
昌
Ｃ
っ
昌
ざ
７

　
宇
己
．
ｐ
べ
亭
）

（
１
２
）
　
声
註
旨
ｃ
つ
昌
岸
Ｆ
冒
巨
．
ｏ
り
．
ミ
岬
－
ミ
ｏ

　
　
「
そ
れ
等
の
土
地
は
大
抵
は
森
林
を
た
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
往
々
に
し
て
数
マ
イ
ル
に
亘
り
一
本
の
樹
木
も
な
い
よ
う
な
森
林
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
土
地
は
生
産
物
の
点
よ
り
或
は
人
口
の
点
よ
り
し
て
困
土
の
上
か
ら
無
駄
に
し
て
損
失
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
国
は
そ
の

　
王
領
地
を
売
却
す
れ
ぱ
、
い
づ
れ
も
椚
当
な
る
巨
額
の
貨
幣
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
若
し
こ
の
王
領
地
処
分
収
入
を
も
っ
て

　
公
債
の
傲
還
に
充
当
す
る
と
す
れ
ぼ
、
枢
め
て
巨
額
な
収
入
を
、
そ
の
土
地
が
従
来
よ
り
国
王
に
提
供
し
て
き
た
も
の
に
比
較
し
て
一
層
巨
額



　
な
収
入
を
、
そ
の
担
保
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
改
良
及
び
耕
作
が
充
分
に
な
さ
れ
、
そ
の
販
売
が
容
房
に
な
り
、
そ
れ
だ
げ

　
地
代
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
土
地
が
一
般
に
そ
の
三
十
年
の
獲
得
物
を
以
て
売
買
さ
れ
て
い
る
が
如
き
国
に
お
い
て
は
、
改
良
も
耕
作
も
行
は

　
れ
な
い
、
そ
う
し
て
地
代
の
安
価
な
る
王
領
地
に
あ
り
て
は
四
十
年
、
五
十
年
或
は
六
十
年
の
獲
得
物
に
よ
っ
て
売
買
で
き
る
と
考
え
て
よ
い

　
が
、
従
っ
て
国
王
は
直
ち
に
こ
の
偉
大
な
る
価
格
に
よ
っ
て
担
保
か
ら
免
れ
る
こ
と
の
で
き
る
収
入
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

　
う
し
て
尚
王
領
地
が
私
有
財
産
と
な
る
な
ら
ぱ
、
数
年
な
ら
ず
し
て
、
改
良
と
耕
作
が
充
分
に
行
は
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
生
産
物
が
増

　
加
す
る
も
の
と
た
れ
ぱ
、
国
民
の
収
入
も
消
費
も
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
国
の
人
口
も
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
又

　
国
王
が
関
税
及
国
内
消
費
税
に
よ
っ
て
得
る
と
こ
ろ
の
収
入
は
、
国
民
の
収
入
及
び
消
費
の
増
大
に
伴
っ
て
必
然
的
に
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
（
ト
ｑ
ｐ
冒
○
ｏ
旨
ヰ
Ｆ
ヨ
Ｕ
巨
．
り
．
ベ
ベ
¢
）
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３
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岸
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ｏ
．
ベ
ベ
ｏ
・

四

　
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
「
統
冶
に
つ
い
て
の
正
當
な
観
念
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
最
初
の
彩
態
を
考
究
し
、
ま
た
い
か
に
し
て
そ
れ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

ら
他
の
形
態
が
生
じ
た
か
を
、
観
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
狩
猿
民
族
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
政
府
は
存
し
な
い
」
と
前
提

し
て
、
狩
猟
民
炊
の
杜
会
形
態
、
統
治
形
態
を
考
察
し
て
、
　
「
狩
機
民
族
の
問
に
は
正
規
の
政
府
と
い
ふ
も
の
は
存
し
な
い
。
す
な

は
ち
彼
等
は
ｎ
外
の
法
に
し
た
が
っ
て
生
活
す
る
の
で
あ
る
。
畜
群
の
私
有
は
財
歳
（
｛
Ｏ
き
罵
）
の
不
平
等
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
最
初
に
正
規
の
政
府
を
襲
生
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
Ｃ
財
産
（
～
ｏ
肩
Ｈ
ｑ
）
が
存
在
す
る
ま
で
は
、
政
府
と
い
う
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

の
は
あ
り
得
な
い
。
ま
さ
に
政
府
の
〕
的
は
、
富
を
確
保
し
、
富
者
を
貧
者
か
ら
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
な
し
、

そ
う
し
て
「
財
産
｛
◎
き
亮
の
不
平
等
が
禿
生
し
、
そ
の
売
生
以
前
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
惟
威
と
服
従
と
の
階
級
捌
度
が
発
達
し

　
　
　
　
Ａ
．
ス
ミ
ス
Ｊ
．
Ｓ
二
一
一
ル
に
お
け
る
国
家
純
費
に
閑
す
ろ
理
論
の
峻
開
皿
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
七
三
（
六
二
一
）
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二
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て
ぐ
る
の
は
、
杜
会
発
達
の
第
二
の
時
代
と
し
て
の
牧
羊
時
代
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
白
己
保
存
に
必
要

に
し
て
且
つ
不
可
嵌
な
る
政
府
を
発
達
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
白
然
的
に
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
政
治
の
必

要
な
る
こ
と
或
は
不
必
要
を
な
る
こ
と
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
後
口
に
至
っ
て
こ
の
考
慮
が
そ
の
権
威
と
服
従
の

関
係
を
維
持
さ
れ
確
保
す
る
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
富
者
が
尚
一
層
大
な
る
富
者
と
締
結
し
て
、
大
富
者
の
財
産
の
所
有
を

防
衛
す
る
と
と
も
に
、
大
富
者
と
の
締
結
に
よ
っ
て
そ
の
所
有
す
る
財
産
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
か
く
の
如
き
秩
序
を
維
持
す
る
こ

と
に
利
害
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
大
な
ら
ざ
る
権
威
の
維
持
は
尚
一
層
大
な
る
権
威
の
維
持
に
依
存
し
、
大
な
る
権
威
に
服

従
す
る
た
め
に
、
大
な
ら
ざ
る
権
威
が
そ
の
服
従
者
を
し
て
よ
く
服
従
せ
し
む
る
力
を
も
っ
と
感
ず
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
種

の
小
貨
族
が
形
成
せ
ら
れ
、
そ
の
小
な
る
元
首
を
し
て
財
産
を
防
衛
し
そ
の
権
威
を
維
持
せ
し
む
る
た
め
に
財
産
を
防
衛
し
権
威
を

維
朴
す
る
こ
と
に
利
害
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
政
府
は
財
産
保
全
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る
限
り
貧
者
に
対
す
る
富
者
の
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

衛
即
ち
少
し
も
財
産
を
所
有
し
な
い
者
に
対
す
る
財
産
を
所
有
す
る
者
の
防
衛
で
あ
る
」
と
政
府
の
目
的
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
政
府
の
目
的
を
財
睦
の
保
護
に
あ
る
と
な
し
、
そ
の
経
済
秩
序
の
維
持
、
発
展
の
た
め
に
即
ち
そ

の
経
済
杜
会
を
保
護
し
、
維
持
し
て
い
く
た
め
に
村
外
的
に
は
国
防
、
対
内
的
に
治
安
維
持
の
重
要
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ぼ
そ
の
経
済
杜
会
を
対
外
的
に
保
護
し
な
く
て
は
岱
裕
は
あ
り
得
な
い
し
、
又
対
内
的
に
そ
の
経
済
秩
序
を
維
持
し
な
く
て

は
こ
の
政
府
の
目
灼
を
全
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
Ａ
・
ス
、
・
・
ス
は
「
国
防
は
宙
俗
よ
り
も
は
る
か
に
重

　
　
（
４
）

要
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
国
宗
の
防
術
力
の
発
展
と
杜
八
ム
の
生
陸
力
の
禿
展
と
の
閑
連
に
お
い
て
、
分
茉
に
よ
る
杜
会
の
生
陸
力
の

増
人
は
そ
の
仕
八
ム
を
防
衡
す
る
軍
佛
に
変
化
を
き
た
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
軍
事
貨
に
お
い
て
も
量
的
に
も
質
的
に
も
変
化
を
き
た

し
た
原
因
を
考
祭
し
、
近
代
国
宋
の
緑
貨
の
蛸
大
の
主
た
る
原
内
は
軍
嚇
と
戦
争
と
で
あ
る
と
な
し
、
国
家
収
人
の
全
部
又
は
そ
の



企
部
に
近
い
も
の
が
不
生
産
的
に
使
用
せ
ら
れ
る
と
な
し
て
国
家
経
費
の
不
生
産
性
を
主
張
し
て
い
る
Ａ
．
ス
、
、
、
ス
に
あ
り
て
も
如

阿
な
る
意
味
に
お
い
て
も
収
入
を
生
産
し
な
い
と
こ
ろ
の
軍
備
、
そ
う
し
て
又
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
最
も
不
生
産
的
で
あ
る

と
こ
ろ
の
国
防
費
の
重
要
性
を
是
認
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
Ａ
・
ス
ミ
ス
の
主
張
ナ
る
〔
然
的
白
由
の
制
度
に
よ
れ
ぼ
、
国
家
が
遂
行
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
三
種
の
任
務
、
即
ち
国
防
．
治

安
維
持
・
公
共
事
茉
及
び
公
共
施
設
の
創
設
維
持
と
い
う
三
種
の
任
務
遂
行
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
任
務
の
遂
行
に
は
必

ず
経
費
を
必
要
と
十
る
と
述
べ
、
国
防
費
に
っ
い
て
は
］
兀
首
の
第
一
義
務
で
あ
る
杜
会
を
他
の
独
立
の
杜
会
の
暴
力
や
攻
撃
に
対

し
て
防
禦
す
る
と
こ
ろ
の
義
務
は
、
単
茸
力
に
よ
っ
て
の
み
之
払
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
軍
専
力
を
平
時
に

お
い
て
之
を
準
備
し
、
戦
時
に
お
い
て
之
を
使
用
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
経
費
は
杜
会
の
状
態
が
異
る
に
従
い
、
時
代
の
進
歩
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

即
応
し
て
異
な
る
の
で
あ
る
」
と
な
し
て
、
国
防
費
に
於
け
る
歴
史
的
考
察
が
詳
細
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
狩
猟
民
族
に
お
い
て
は

そ
の
杜
会
を
構
成
す
る
各
貝
が
狩
猟
生
活
者
で
あ
る
と
同
時
に
車
人
で
あ
る
と
し
て
戦
争
に
従
事
す
る
時
に
於
て
も
各
一
貝
ｎ
身
の
生

活
な
り
そ
の
費
用
な
り
を
各
構
成
貰
ｎ
身
の
労
働
に
よ
っ
て
維
持
す
る
。
従
っ
て
狩
猟
民
族
に
あ
っ
て
は
軍
事
費
を
必
要
と
は
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
牧
畜
民
族
と
な
っ
て
も
将
通
に
は
定
住
せ
ず
そ
の
時
の
事
情
に
よ
っ
て
容
場
に
住
所
を
移
動
す
る
。
牧
畜

民
族
が
出
征
す
る
と
き
に
於
て
も
全
民
族
が
財
陸
を
持
っ
て
移
松
す
る
。
そ
う
し
て
そ
の
杜
会
の
構
成
け
の
各
〔
の
負
担
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

戦
争
に
従
串
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
更
に
杜
会
状
態
が
迷
ん
で
き
た
時
代
即
ち
殆
ん
ど
外
国
貿
坊
を
な
さ
ず
、
ま
た
殆
ど
凡
て

の
個
々
の
宋
朕
が
〔
身
に
使
用
す
る
た
め
に
咋
る
粗
雑
に
し
て
そ
う
し
て
宋
庭
的
な
る
製
辻
茱
の
外
に
は
製
遣
茱
と
い
う
も
の
を
も

た
な
い
と
こ
ろ
の
農
茱
国
民
の
場
八
Ｈ
に
於
て
も
、
す
べ
て
の
人
は
そ
の
各
々
が
軍
人
で
あ
り
、
又
市
人
で
な
く
て
も
、
れ
ち
に
車
，
へ

に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
川
ち
農
民
も
亦
車
人
で
あ
っ
て
単
に
軍
人
と
し
て
は
そ
の
訓
練
が
不
杜
し
て
い
る
と
い
う

　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｊ
・
Ｓ
二
・
・
ル
に
お
け
る
国
塞
維
費
に
閑
す
る
理
納
の
災
閥
皿
（
箕
淋
）
　
　
　
　
　
七
五
一
六
二
三
）
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（
六
二
四
）

だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
軍
人
で
あ
る
か
ら
軍
人
と
し
て
の
農
民
を
戦
場
に
送
る
た
め
の
準
備
に
は
元
首
も
国
家
も
そ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

な
に
経
費
は
使
用
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る
Ｃ
農
業
は
最
も
幼
稚
に
し
て
低
級
な
る
場
合
に
お
い
て
す
ら
定
住
地
を
前
提
と
し
て

い
る
。
非
常
な
る
損
失
を
こ
う
む
ら
な
く
て
は
放
棄
す
る
こ
と
を
得
な
い
一
種
の
固
定
的
と
な
り
た
る
住
所
を
前
提
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
・
従
っ
て
純
然
た
る
農
民
が
戦
争
に
お
も
む
く
と
き
に
は
人
民
全
部
が
挙
っ
て
出
征
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
少

く
と
も
、
老
人
、
婦
人
や
子
供
達
は
家
庭
に
残
り
住
所
の
世
話
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
軍
務
と
し
て
の

適
齢
瑚
の
人
々
が
全
部
出
征
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
戦
役
が
播
種
が
終
っ
て
か
ら
開
始
せ
ら
れ
収
穫
前
に
終
る
と

す
る
な
ら
ぼ
農
民
と
そ
う
し
て
そ
の
重
要
な
労
働
老
と
を
農
場
よ
り
送
り
だ
し
て
も
大
な
る
損
失
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ

て
農
民
は
短
期
の
戦
役
た
ら
ぼ
報
酬
を
受
け
な
い
で
従
軍
す
る
こ
と
を
不
本
意
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
元
首
や
ま
た
は

国
家
に
と
っ
て
も
、
農
民
を
戦
場
に
お
い
て
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
費
用
は
、
農
民
を
出
征
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
す
る
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

用
と
同
じ
く
、
そ
ん
な
に
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
と
農
民
に
於
げ
る
丘
一
役
の
関
係
と
そ
れ
に
必
要
な
る
経
費
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
そ
の
当
時
の
農
兵
は
戦
場
に
於
て
も
家
庭
に
於
げ
る
と
同
じ
く
各
個
人
の
収
入
に
よ
っ
て
生
沽
し
、
そ
う

し
て
戦
闘
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
杜
会
の
進
展
に
つ
れ
で
、
製
追
業
の
発
達
と
戦
争
技
術
の
進
歩
と
い
う
二
っ
の
原
囚
に
よ
っ
て
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

征
し
た
る
箪
人
が
各
ｎ
の
費
用
を
各
個
人
の
収
入
に
よ
っ
て
は
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
り
車
人
に
対
す
る
給
与
の
必
要
が
発

生
■
し
た
の
で
あ
る
じ
従
っ
て
又
工
、
匠
、
製
篶
茉
考
が
牢
猪
に
従
箏
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
閉
は
同
宋
に
よ
っ
て
そ
れ
に
必
要
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
ユ
）

る
一
切
の
経
炊
を
紺
朴
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
然
し
て
戦
争
が
複
雑
に
な
る
と
そ
の
技
術
を
完
全
な
ら
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

る
た
め
に
分
茉
、
か
売
生
す
る
こ
と
に
た
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
逃
朴
に
っ
い
て
詳
細
な
る
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
同
防
に
っ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

て
は
徴
兵
制
唯
と
傭
兵
側
、
段
と
を
比
較
検
討
し
、
常
術
兵
捌
庇
と
徴
兵
伽
、
度
と
以
て
優
れ
た
ガ
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し



て
国
防
費
に
つ
い
て
〕
兀
首
の
第
一
の
義
務
た
る
他
の
独
立
の
杜
会
か
ら
う
け
る
暴
力
又
は
不
正
に
対
し
て
そ
の
杜
会
を
防
衛
す
る

こ
と
は
文
明
が
進
展
す
る
に
伴
い
益
々
経
費
の
増
大
す
る
も
の
と
な
る
。
杜
会
の
兵
力
は
、
元
来
は
平
時
に
お
い
て
も
戦
時
に
お
い

て
も
元
首
に
と
っ
て
そ
の
経
費
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
杜
会
の
改
良
の
程
度
が
進
む
に
従
い
、
先
ず
最
初
に
戦
時
に

お
い
て
・
後
に
は
平
時
に
お
い
て
さ
え
も
元
首
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
火
器
の
発
明
に
よ
っ

て
戦
術
上
に
も
た
ら
さ
れ
た
大
な
る
変
革
が
、
或
一
定
数
の
軍
人
を
平
時
に
お
い
て
教
練
す
る
た
め
の
経
費
、
そ
う
し
て
ま
た
戦
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

に
於
て
軍
人
を
傭
用
す
る
た
め
経
錐
を
一
層
増
大
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
」
「
近
代
に
於
て
は
、
各
種
の
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
杜

会
の
防
衛
に
つ
い
て
は
尚
一
層
多
額
の
粍
費
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
改
良
に
っ
い
て
の
白
然
的
進
歩
の
不
可
避
的
な
結
果
は
、
戦
術

の
一
大
革
命
に
よ
っ
て
大
い
に
促
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
革
命
は
偶
然
の
事
実
た
る
火
薬
の
発
明
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
・
近
代
戦
争
に
お
い
て
は
、
火
器
に
対
す
る
経
費
が
多
額
な
る
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の
多
額
な
る
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

費
を
支
弁
し
得
る
と
こ
ろ
の
国
民
が
有
利
た
地
位
を
占
め
る
こ
と
は
閉
白
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
国
防
費
膨
脹
の
理
由
を
説
明
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
・
Ａ
．
ス
ミ
ス
は
「
産
業
と
生
産
力
の
売
達
に
っ
れ
て
す
べ
て
の
国
民
が
非
好
戦
的
と
な
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。

人
々
は
皆
〔
己
の
職
業
に
忙
し
く
て
軍
事
の
た
め
に
時
問
を
割
く
べ
き
股
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
勤
勉
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た

富
ん
で
い
る
国
民
は
あ
ら
ゆ
る
因
民
の
う
ち
で
も
っ
と
も
攻
撃
を
受
け
や
す
い
国
民
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
国
防
が
個
、
人
の
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

追
求
に
は
任
せ
て
お
く
こ
と
の
で
き
な
い
国
家
の
煎
大
任
務
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
考
、
汐
ん
る
の
で
あ
る
。

　
司
法
費
に
っ
い
て
〕
兀
首
の
策
二
の
養
栃
た
る
杜
会
の
各
成
は
を
他
の
各
成
呉
の
不
ｒ
又
は
圧
伽
よ
り
可
能
な
る
眼
り
防
衡
す
る

義
務
即
お
厳
ｆ
な
る
司
法
け
政
を
施
け
す
る
義
務
に
お
い
て
も
亦
杜
会
の
時
代
を
典
に
す
る
に
伴
っ
て
異
り
た
る
経
銭
を
必
要
と
す

缶
）
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
・
司
法
け
携
、
司
法
笥
警
っ
い
て
司
法
け
政
、
司
法
裁
判
の
等
撞
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時

　
　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
　
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
■
二
に
お
け
る
岡
家
維
銑
に
関
す
る
粟
論
の
梁
開
皿
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
（
六
二
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
（
六
二
六
）

代
に
於
け
る
個
々
の
司
法
行
政
、
司
法
裁
判
並
び
に
そ
れ
に
必
要
な
経
費
に
関
す
る
本
質
を
明
ら
か
に
し
歴
史
的
に
且
つ
杜
会
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

詳
細
な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
財
政
学
的
立
場
か
ら
は
あ
ま
り
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
、

　
土
木
工
事
及
び
公
共
施
設
の
経
費
に
つ
い
て
コ
兀
首
又
は
国
家
の
第
三
に
し
て
最
後
の
任
務
は
公
共
施
設
（
り
仁
巨
。
一
自
己
。
葦
岸
巨
。
目
。
。
）
又

は
土
木
工
事
（
筥
巨
ｏ
き
寿
。
り
）
に
し
て
、
大
な
る
杜
会
に
と
っ
て
は
最
高
に
有
益
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
そ
の
事
業
の
性
質
上
そ

の
事
業
に
よ
る
利
潤
が
個
人
又
は
少
倣
の
個
人
に
ー
対
し
て
そ
の
必
要
な
る
経
費
を
償
い
得
な
い
た
め
に
個
人
又
は
少
数
の
個
人
が
そ

れ
を
創
設
又
は
維
持
す
る
と
は
考
え
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
施
設
を
創
設
し
且
っ
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
任
務

を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
経
費
も
杜
会
の
種
々
の
時
代
を
通
じ
て
そ
の
程
度
が
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
種

の
土
木
工
事
及
び
施
設
と
し
て
主
な
る
も
の
は
、
杜
会
の
商
業
の
利
便
を
増
進
せ
し
む
る
も
の
及
び
人
民
の
教
育
を
振
興
す
る
目
的

の
も
の
で
あ
る
。
教
育
の
振
興
を
目
的
と
す
る
施
設
は
少
年
の
教
育
施
設
及
び
一
般
国
民
、
杜
会
の
す
べ
て
の
階
級
に
対
す
る
杜
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

教
育
施
設
の
二
種
で
あ
る
。
」
公
道
、
橋
梁
、
可
航
運
河
、
港
湾
等
の
如
き
一
国
の
商
業
の
利
便
を
増
進
せ
し
む
べ
き
土
木
工
事
の

創
設
及
び
維
持
に
必
要
と
す
る
経
費
に
っ
い
て
は
「
こ
れ
を
公
共
的
収
人
（
宅
巨
ｏ
富
く
ｇ
烏
）
即
ち
多
く
の
国
家
に
お
い
て
そ
の
徴

収
及
び
賦
課
が
そ
の
国
家
の
行
政
権
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
収
入
を
以
て
支
弁
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
等
の
土
木
エ
ホ
の
大
郁
分
を
絡
蛍
す
る
に
七
っ
て
そ
の
経
営
に
必
要
な
る
緑
賀
を
支
弁
す
る
に
足
る
ほ
ど
の
収
人
を
獲
得

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
て
杜
会
の
一
般
的
収
人
に
対
し
て
は
特
別
の
負
机
を
課
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
そ
ん
な
に
羊
雌

と
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
斯
く
の
如
ぎ
上
木
丁
事
費
に
っ
い
て
は
因
宋
の
収
人
に
よ
っ
て
之
を
充
肖
す
る
の
必
填

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

を
認
め
な
い
が
、
通
行
税
叶
Ｏ
Ｈ
Ｈ
そ
の
他
特
別
の
千
数
料
を
徴
収
し
て
之
に
充
肖
す
る
こ
と
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
「
焔
茱
の
利

便
の
〕
的
の
た
め
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
施
設
た
る
篶
幣
は
多
く
の
旧
宗
に
お
い
て
は
革
に
そ
の
経
常
に
必
、
嬰
な
る
維
費
を
支
払
い
得



る
の
み
な
ら
ず
又
元
首
に
と
っ
て
は
少
額
で
は
あ
る
が
、
そ
の
収
入
即
ち
造
幣
手
数
料
が
獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
之
と
同
じ

目
的
を
も
つ
と
こ
ろ
の
施
設
た
る
郵
便
事
業
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
国
家
に
お
い
て
、
そ
の
事
業
に
必
要
な
る
経
費
の
支
払
を
な
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

も
な
お
元
首
に
相
当
巨
額
の
収
入
を
獲
得
せ
し
む
る
」
も
の
で
あ
る
。
又
特
殊
の
産
業
に
対
す
る
助
成
の
方
法
で
あ
る
特
許
会
杜
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

つ
い
て
は
各
国
に
於
け
る
特
許
会
杜
を
歴
史
的
に
考
察
し
詳
細
な
説
明
が
た
さ
れ
て
い
る
し
、
又
政
府
に
よ
っ
て
何
等
特
権
の
与
え

ら
れ
な
い
株
式
会
杜
に
於
て
も
そ
の
産
業
の
性
質
に
よ
っ
て
は
即
ち
銀
行
業
、
保
険
業
、
運
河
業
、
水
道
の
如
き
も
の
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

そ
の
経
営
を
委
ね
て
差
支
え
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
教
育
に
っ
い
て
各
国
に
於
け
る
教
育
制
度
を
詳
細
に
検
討
し
た

る
上
青
少
年
教
育
と
杜
会
教
育
即
ち
成
人
教
育
の
必
要
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
教
育
の
効
果
と
し
て
は
、
技
術
を
向

上
せ
し
め
以
て
一
国
産
業
の
発
達
を
助
長
せ
し
め
る
と
な
し
、
そ
う
し
て
国
民
が
国
家
政
策
を
理
解
し
そ
の
国
家
政
策
に
協
力
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
元
首
の
威
厳
を
維
持
す
る
た
め
の
経
費
に
っ
い
て
は
、
元
首
の
義
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
る
経
費
の
外
に
元
首
の
威
厳
を

維
持
す
る
た
め
に
も
経
費
は
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
経
費
は
杜
会
の
進
歩
と
国
宗
の
形
態
が
種
々
異
な
る
に
従
っ
て
増

加
或
は
減
少
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
斯
く
の
如
き
経
費
は
国
民
の
支
出
が
増
加
す
る
に
伴
っ
て
増
加
し
、
又
君
主
政
体
の
ガ
が
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

和
政
体
よ
り
増
加
す
る
も
の
で
あ
る
と
そ
の
特
性
を
述
べ
て
い
る
。

　
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
経
費
の
負
担
の
帰
属
閑
係
に
っ
い
て
結
論
を
下
し
て
い
る
。
杜
会
の
防
衛
費
と
主
権
者
の
威
厳
を
維
持
す
る
た
め

の
緑
破
と
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
全
体
杜
会
の
一
般
的
利
益
の
た
め
に
支
出
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ

は
全
体
杜
会
の
一
般
的
貞
納
に
よ
っ
て
支
弁
さ
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
杜
会
の
構
成
一
貝
全
体
は
、
各
々
各
ｎ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
）

能
力
に
出
来
得
る
だ
け
比
例
し
て
頁
納
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
な
し
、
又
司
法
行
政
費
は
杜
く
ム
全
体
の
利
益
の
為
に
支
出
せ
ら

　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｊ
・
Ｓ
二
・
・
ル
に
お
け
る
国
家
経
費
に
閑
す
る
理
論
の
岐
開
皿
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
七
九
（
六
二
七
）



　
　
　
立
命
鵡
経
済
学
（
第
十
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
（
六
二
八
）

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
全
体
杜
会
の
一
般
的
頁
納
に
よ
っ
て
支
弁
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
然
し
司
法
裁
判
の
経
費

は
或
特
定
人
に
利
益
を
与
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
裁
判
所
の
手
数
料
収
入
に
よ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
又
特
定
の
地
方
に
利
益
を
与

え
る
が
如
き
経
費
は
そ
の
地
方
的
収
入
に
よ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
道
路
や
交
通
機
関
を
維
持
す
る
た
め
の
経
費
は
、
全
体
杜
会
の

利
益
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
全
体
杜
会
の
一
般
的
貢
納
に
よ
っ
て
充
当
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
然
し
旅
行
者
、
荷
物
の
運
搬

消
費
老
等
の
特
定
の
者
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
か
ら
通
行
税
に
よ
っ
た
方
が
よ
い
こ
と
に
も
な
る
。
教
育
及
び
宗
教
的
教

化
の
施
設
に
要
す
る
経
費
も
亦
全
体
杜
会
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
貢
納
に
よ
っ
て
支
弁
し
て
も
よ
い
の
で
あ

る
が
・
然
し
授
業
料
、
そ
の
他
の
白
発
的
貢
納
に
よ
っ
て
補
填
す
べ
き
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
そ
う
し
て
公
共
事
業
の
維
持
費
に
っ

い
て
は
全
体
杜
会
の
利
益
と
な
る
べ
き
施
設
又
は
土
木
事
業
が
、
そ
れ
に
よ
り
て
直
接
に
利
益
を
得
る
杜
会
の
特
殊
な
構
成
員
の
貢

納
の
み
に
て
は
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
含
、
そ
の
不
足
分
は
一
般
的
貢
納
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
従
っ

て
杜
会
の
一
般
的
収
入
は
防
街
と
主
権
者
の
威
厳
を
維
持
す
る
た
め
の
費
用
を
支
弁
し
た
る
上
に
、
そ
れ
ら
の
不
足
分
を
補
う
だ
げ

の
収
入
が
淳
れ
ぼ
な
ら
亀
と
述
べ
て
い
る
＾
・
要
す
る
に
・
・
ス
ー
ス
に
あ
り
て
は
経
費
の
充
当
に
っ
い
て
、
そ
の
経
費
の
本
質

に
よ
っ
て
、
杜
会
一
般
に
利
益
を
与
え
る
も
の
は
杜
会
一
般
の
負
担
と
し
、
特
定
人
の
利
益
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
人
に

よ
っ
て
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
一
－
一
－
馨
嚢
・
二
易
貫
雰
一
豆
雪
聲
・
邑
ぎ
婁
｛
葦
馨
＝
箏
｝
。
Ｏ
。
一
く
。
、
。
り
身
。
；
一
、
。
。
胴
。
婁
耳
ま
、
昌
・
つ
昌
葦

　
　
暑
◎
ま
耳
二
麦
彗
ニ
ニ
嚢
彗
＝
葦
＆
き
＝
■
葦
書
・
葦
、
目
Ｐ
目
。
一
。
。
。
耳
畠
乏
、
Ｏ
、
目
箏
、
箏
・
○
、
一
。
、
♀
四
…
。

　
　
Ｏ
－
弩
竃
ｑ
９
肩
¢
窃
一
一
〇
・
り
９
市
ｎ
｝
善
岐
・
水
円
洋
澤
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
　
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
撃
講
義
」
一
〇
六
頁
。

　
　
（
２
）
　
同
訳
苫
　
　
一
〇
七
頁
。

　
　
（
３
）
≧
彗
・
。
昌
葺
オ
８
；
・
；
・
ぎ
易
ら
董
・



　
　
尚
同
註
に
は
－
ｏ
ｇ
胃
霧
一
ｐ
旨
に
「
財
産
が
で
き
る
ま
で
は
、
政
府
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
そ
の
最
後
は
富
の
安
全
と
貧
者
に
対
し
て
富
者

　
を
防
衛
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
－
○
鼻
９
９
く
－
○
◎
き
旨
冒
ｏ
巨
吻
ｏ
ト
に
「
政
府
は
財
産
の
維
持
の
ほ
か
は
他
の
目
的
は
な
い
」
と
い

　
う
の
に
比
較
せ
よ
（
＞
穿
旨
○
っ
昌
ヰ
Ｆ
Ｈ
ｑ
Ｐ
Ｏ
・
睾
仁
）
と
あ
り
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
學
講
義
の
註
に
は
「
政
府
は
財
産
の
保
全
以
外
の
目
的
を
も
た

　
な
い
。
」
－
ｏ
ｏ
訂
一
〇
巨
－
○
ｏ
く
賢
旨
岩
巨
吻
違
．
国
富
論
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
限
定
が
加
へ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
政
府
が
、
財
産
の
保
持
の

　
た
め
に
設
け
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、
実
は
貧
者
に
対
し
て
富
者
を
擁
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
票
』
・
９
・
Ｈ
早
ド
き
－
・

　
心
Ｐ
８
０
◎
・
〔
昌
ａ
・
Ｈ
旨
Ｏ
・
ミ
ト
・
改
造
文
庫
下
巻
五
〇
頁
、
岩
波
文
庫
四
巻
五
〇
頁
。
〕
オ
・
◎
｛
乞
・
票
・
Ｃ
ｎ
９
．
－
．
耳
・
心
く
◎
－
．
Ｎ
・
君
・
Ｓ
卜

　
ｓ
ｍ
・
□
ヨ
◎
ｐ
Ｈ
享
暑
・
彗
ポ
ｏ
ベ
ド
改
造
文
庫
下
巻
四
四
－
四
六
頁
、
片
波
文
庫
四
巻
四
四
－
五
頁
。
〕
（
同
邦
訳
一
〇
九
）
頁
と
な
っ
て
い
る
。

（
４
）
＞
ま
昌
ｃ
つ
ヨ
；
Ｌ
一
区
ら
」
・
。
一
．

　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
「
航
海
条
例
亭
¢
～
９
◎
｛
墨
く
好
牡
｛
９
は
対
外
的
商
業
に
と
っ
て
も
、
或
は
又
そ
れ
よ
り
生
ず
る
で
あ
ろ
う
富
裕
の
成
長

　
に
と
っ
て
も
有
利
で
は
な
い
。
」
「
し
か
し
な
が
ら
因
防
は
富
裕
よ
り
重
要
で
あ
る
。
故
に
航
海
条
例
は
、
お
そ
ら
く
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
あ

　
ら
ゆ
る
商
業
法
規
の
な
か
で
最
も
賢
明
な
る
法
姐
で
あ
る
。
」
（
＞
ま
旨
Ｃ
Ｏ
昌
岸
Ｆ
Ｈ
ｇ
Ｐ
Ｐ
お
－
）
と
い
う
。

（
５
）
ト
註
冒
ｏ
つ
邑
言
曇
Ｐ
り
．
ｏ
筆

（
６
）
声
３
昌
ｃ
つ
邑
言
曇
Ｐ
Ｐ
ｏ
轟

（
７
）
ト
ま
昌
○
ｏ
邑
言
曇
Ｐ
君
．
ｏ
お
１
雷
卜

（
８
）
ト
３
昌
ｏ
ｏ
昌
；
一
曇
Ｐ
Ｐ
ｏ
雷

（
９
）
＞
註
昌
○
つ
ヨ
葦
一
量
Ｐ
り
勺
．
雷
閉
－
雷
¢
．

（
１
０
）
　
声
ｑ
２
昌
ｃ
つ
昌
三
ピ
宇
己
．
Ｐ
ｏ
閉
ｏ
．

（
ｕ
）
　
声
ｑ
與
昌
ｏ
つ
昌
｝
７
宇
巨
．
ｏ
ｏ
．
雷
ｏ
１
雷
べ
．

（
１
２
）
　
＞
ｑ
與
昌
○
つ
昌
｝
Ｆ
ヨ
Ｕ
己
．
り
Ｐ
¢
蜆
ｏ
◎
ｉ
雷
ｏ
．

　
　
「
職
争
技
術
は
あ
ら
ゆ
る
技
術
の
中
で
最
も
高
尚
な
る
技
術
で
あ
る
。
故
に
杜
会
が
巡
歩
す
れ
ぼ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
最
も
複
雑
な
る
抜
術
と

　
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
又
機
械
の
状
態
が
、
そ
の
機
械
と
締
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
他
の
技
術
と
共
に
、
あ
る
時
代
に
お
い

　
て
到
達
し
得
る
と
こ
ろ
の
完
全
な
る
度
合
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
技
術
を
こ
の
完
企
な
る
度
合
に
到
達
せ
し
む
る
に
は
、

　
そ
れ
が
十
…
民
の
或
る
特
殊
な
陪
級
の
唯
一
の
又
は
主
た
る
職
業
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
た
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
技
術
と
同
じ
く

Ａ
・
ス
、
・
・
ス

Ｊ
・
Ｓ
二
・
・
ル
に
お
け
る
国
家
経
孜
に
関
す
る
理
諭
の
峻
開
皿
（
箕
浦
）

八
一
　
（
六
二
九
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
（
六
三
〇
）

　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
三
巻
・
第
六
号
）

こ
の
進
歩
の
た
め
に
は
分
業
が
必
要
で
あ
る
。
他
の
技
術
の
場
合
に
は
分
業
が
自
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
自
己
の
利
益
を
増
進
す
る
た
め
に
は

多
種
類
の
職
業
に
従
事
す
る
こ
と
よ
り
も
、
；
の
繋
に
限
定
し
て
そ
れ
に
従
事
し
た
方
が
よ
い
と
い
－
個
人
の
考
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
つ

た
。
然
る
に
軍
人
と
い
う
職
業
を
他
の
一
切
の
繋
と
き
り
は
な
し
、
別
個
の
、
そ
う
し
て
独
立
し
た
る
；
の
特
殊
な
繋
た
ら
し
め
得
る

圭
は
国
家
の
知
識
の
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
の
市
民
が
平
和
な
る
時
竃
家
の
特
別
な
る
奨
励
差
い
の
に
軍
事
訓
練
の
た

め
に
時
問
の
大
部
分
を
費
す
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
個
人
は
訓
練
が
大
い
に
充
実
し
、
そ
う
し
て
満
足
に
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
の
個
人
の
利

益
の
増
進
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
問
の
大
部
分
を
こ
の
特
殊
な
る
繋
に
費
す
こ
と
が
、
そ
の
個
人
の
利
益
た
ら
し
む
る
も
の
は

国
家
の
譲
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
一
菱
昌
・
。
旨
言
妻
・
事
ｇ
。
。
－
婁
一

（
１
２
）
　
声
３
昌
ｃ
つ
冒
ざ
Ｆ
Ｈ
ｇ
Ｐ
君
・
雷
ｏ
－
¢
竃
・

（
１
３
）
　
声
｛
”
冒
ｏ
ｏ
旨
ぎ
７
亭
己
・
り
・
塞
ｏ
ｏ
・

（
１
４
）
　
＞
ｐ
ｐ
昌
ｃ
○
昌
三
戸
ヨ
Ｕ
己
・
Ｐ
ｏ
ｏ
ｏ
・

垂
高
島
善
婆
監
解
説
ス
ー
ス
「
国
富
論
一
－
－
嚢
編
∴
二
七
頁
、
又
は
高
島
善
蕪
集
「
ス
ミ
ス
國
富
論
嚢
一
。
九
頁
Ｈ

　
三
二
一
頁
１
１
声
３
昌
ｃ
○
冒
－
亭
二
■
Ｐ
ｐ
ｏ
墨
・

（
１
６
）
　
声
｛
ｐ
目
．
ｃ
ｏ
旨
岸
Ｆ
日
Ｕ
己
・
り
・
ｏ
¢
＠
・

一
Ｈ
一
Ａ
．
ス
ミ
ス
は
政
府
は
人
民
の
財
産
簑
一
の
必
要
に
よ
つ
て
発
生
し
た
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
「
財
産
の
な
い
杜
会
、
僅
、
二
三
日

の
労
働
の
擢
以
上
の
も
の
が
な
い
杜
会
に
は
政
府
は
必
要
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
箒
に
は
或
程
度
の
服
従
を
前
提
と
し
て
い
る
、
財
産
を

多
額
に
所
持
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
政
府
の
必
要
は
蛸
加
す
る
も
の
で
あ
る
二
従
っ
て
服
従
を
自
然
的
に
も
た
ら
す
一
。
同
理
る
財
産
の
窪
に
伴

い
順
毒
加
す
る
も
の
で
あ
る
。
白
然
的
に
服
従
を
な
さ
し
む
る
醤
或
は
事
情
に
っ
い
て
は
市
民
制
度
の
発
生
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
一

　
と
し
て
・
優
秀
な
る
人
物
・
潟
易
◎
§
一
Ｐ
§
Ｈ
５
８
饒
；
年
長
者
、
財
産
｛
冒
巨
屋
を
多
緬
に
も
っ
て
い
る
人
、
家
柄
巨
、
箒
一
の
四
つ
の
事
柄

を
あ
げ
て
い
る
４
餐
族
に
は
家
柄
と
い
う
観
念
は
ま
だ
で
き
て
い
な
か
っ
た
が
、
牧
羊
民
族
に
葦
と
既
に
此
観
念
は
栗
し
て
盲
、

家
柄
と
紫
と
は
権
威
と
服
従
と
を
作
出
す
と
こ
ろ
の
主
た
る
憤
で
あ
り
、
牧
羊
民
族
に
お
い
て
は
既
に
之
に
よ
っ
て
支
配
鶴
係
の
震

し
て
い
た
こ
と
竈
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
政
府
は
財
産
の
保
全
青
的
と
し
て
創
設
苫
れ
る
限
り
に
お
い
て
貧
者
に
対
す
る
富
者
の
防

　
爾
て
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
、
、
（
＞
３
昌
ｃ
ｏ
冒
岸
Ｆ
亭
巳
．
℃
Ｐ
３
〇
一
－
竃
卜
）

　
「
袈
権
は
久
し
高
元
墓
収
入
の
策
を
な
し
て
い
た
。
裁
判
は
そ
の
代
讐
支
払
う
の
が
常
で
、
鶏
に
っ
い
て
島
物
を
す
る
の
が



常
と
さ
れ
て
い
た
。
元
首
の
醒
、
か
完
全
に
確
立
し
た
る
以
後
に
お
い
て
も
、
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
る
者
は
相
手
方
に
対
す
る
番
の
み
に

止
ま
ら
ず
・
元
首
に
対
し
て
罰
金
を
納
入
せ
な
け
れ
ぼ
な
ら
た
か
っ
た
。
こ
れ
は
至
の
平
和
姦
乱
し
、
平
和
を
さ
ま
た
げ
、
平
和
を
襲

し
た
る
こ
と
で
そ
の
罪
は
罰
金
に
相
当
す
る
と
い
島
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
司
法
梅
は
警
の
支
山
の
醤
で
は
な
く
収
入

の
源
泉
完
し
て
い
た
・
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
こ
の
司
法
行
政
は
元
首
の
収
入
の
裟
た
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
収
入
獲
得
が
元
首
が
袈

行
政
嘉
行
す
る
こ
と
に
よ
一
て
獲
得
せ
ん
と
す
る
主
た
る
利
益
の
；
で
あ
一
た
。
一
一
ま
、
旨
・
っ
Ｂ
葦
妻
・
事
責
．
１
婁
・
一
「
蒲
梅

は
毒
者
の
主
業
る
収
入
の
裟
で
書
、
収
入
の
日
的
の
手
段
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
そ
の
贈
物
の
大
小
に
よ
一
て
蓑
が
決

定
せ
ら
れ
笥
の
公
正
を
欠
く
と
い
う
弊
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
一
た
の
で
あ
る
、
、
そ
う
し
て
元
一
口
又
は
荷
長
、
か
巨
司
法
権
を
行
使

し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
袈
権
の
篇
が
い
か
た
る
程
度
に
達
し
て
圭
姦
済
す
る
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
一
た
と
い
一
る
、
、
即
ち

そ
の
貞
任
を
問
う
に
充
分
な
る
力
を
有
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
野
蛮
国
の
放
府
、
殊
に
ロ
ー
マ
帝
国
没
落
後
に
建
設
せ

ら
れ
た
〒
ロ
ニ
鷲
の
政
府
に
お
い
て
は
板
度
に
腐
敗
し
て
い
た
。
一
言
彗
・
。
冒
言
妻
・
事
ｏ
葛
－
婁
・
一
「
箒
の
一
倹
、
主
と

し
て
一
票
他
国
の
侵
略
に
対
し
て
鵯
す
る
た
め
の
審
の
絶
え
ざ
鳥
大
に
よ
一
て
元
一
、
の
私
有
財
産
に
よ
る
収
入
の
み
で
は
蒜
者
の

猛
を
倣
う
こ
と
が
で
き
な
く
た
一
て
き
た
。
従
っ
て
全
は
鼻
の
安
全
の
た
め
に
穀
に
よ
二
、
、
、
こ
の
霧
を
葺
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
り
・
無
償
の
裁
判
即
ち
司
法
行
政
に
対
す
る
如
何
な
る
贈
物
圭
を
受
取
る
べ
き
で
は
た
い
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
租
税
の
施
行
に
対
す

る
業
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
一
を
聲
。
っ
冒
；
姜
．
ニ
ベ
ニ
「
然
し
祭
量
定
は
裁
判
を
盤
で
行
う
国
は
い
ず
こ
に
も
、
ば
い
。

裁
判
官
の
俸
給
が
元
竹
に
よ
っ
て
れ
な
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
裁
判
維
伐
の
減
額
と
は
な
ら
一
ば
か
っ
た
。
然
し
擶
官
、
か
一
切
の
贈
物
又
は

手
数
料
を
訴
訟
宗
ｆ
り
受
取
る
こ
と
藁
亡
た
の
は
蒲
縦
費
の
減
榊
せ
し
む
る
と
い
二
と
よ
り
は
栽
判
の
腐
敗
の
肥
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
」
（
＞
３
昌
○
Ｏ
昌
ざ
Ｆ
旨
鼻
Ｐ
０
ミ
）
「
裁
判
の
企
一
維
賀
を
法
延
手
数
料
を
以
て
支
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
延
手
数
料
収
入
は
大

砥
的
に
司
法
行
故
蒜
敗
さ
せ
る
こ
え
し
一
」
完
令
に
そ
の
経
致
莞
れ
る
こ
と
が
で
葦
で
あ
ろ
う
。
栽
判
の
手
数
料
、
か
厳
窪
、
痘
則
に

よ
っ
て
行
は
れ
る
た
ら
ぼ
、
之
が
裁
判
所
縦
費
、
裁
判
官
の
條
総
に
当
て
ら
れ
、
裁
判
の
腐
炊
を
も
た
ら
す
こ
と
た
く
却
っ
て
裁
判
竹
の
勤
勉

を
焚
励
す
る
こ
と
に
た
る
の
で
あ
る
。
」
（
＞
註
冒
○
Ｏ
昌
岸
Ｆ
亭
声
電
．
０
ベ
ベ
ー
ミ
Ｏ
。
・
）
「
裁
判
官
の
独
↓
、
一
を
維
持
す
る
方
法
と
し
て
裁
判
所
の
鮒

産
収
入
に
よ
る
方
覚
莞
が
、
投
禁
行
驚
よ
り
独
立
し
た
の
は
杜
会
の
導
の
葉
に
よ
肴
箏
務
の
蛸
加
の
た
め
で
あ
一
た
。

司
法
梅
と
行
放
桁
が
一
締
に
た
っ
て
い
れ
ば
、
故
治
の
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
、
か
あ
る
。
司
法
梅
は
行
吹
嵌
よ
り
分
難
し
て
い
る
と
い
う
に
止
ま

ら
ず
独
立
し
て
い
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
」
（
＞
註
旨
ｃ
ｏ
昌
岸
Ｐ
Ｈ
一
Ｕ
亭
君
・
¢
ｏ
。
◎
１
竃
Ｈ
・
）
と
司
法
、
惟
の
独
ｔ
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
国
家
維
費
に
閑
す
る
那
、
諭
の
映
開
皿
（
簑
洲
）
　
　
　
　
　
　
八
三
（
六
三
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
（
六
三
二
）

（
１
８
）
ま
彗
・
。
旨
事
二
巨
・
Ｐ
馨

（
１
９
）
ま
警
ｏ
。
旨
；
二
竃
．
Ｐ
轟
Ｎ

　
　
「
い
か
た
る
公
共
施
設
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
提
供
す
る
便
宜
と
そ
の
収
支
と
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
経
済
活
動
の
場
合
と
同

じ
く
利
己
心
を
自
由
に
活
動
さ
せ
て
、
等
価
交
換
の
原
理
を
壷
す
る
こ
と
が
ス
、
・
・
ス
の
茉
原
則
で
あ
り
、
根
本
思
想
で
あ
っ
た
一
事
業
の

装
上
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、
公
共
施
設
差
人
の
経
営
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
さ
し
っ
か
、
”
一
な
く
、
そ
れ
が
不
可
襲
場
合
に
の
み

因
祭
担
当
す
べ
き
で
あ
る
と
ス
ー
ス
は
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
け
っ
し
て
国
家
に
鷲
的
雀
割
を
与
え
て
い
な
い
し
、
ま
た
彼
の
国
家
は

　
ナ
っ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
高
島
善
哉
著
　
原
典
解
説
　
ス
、
・
・
ス
「
国
富
論
」
－
政
策
篇
－
二
二
四
頁
、
又

　
は
高
島
善
枇
編
集
　
ス
ミ
ス
闘
富
論
講
義
５
　
一
五
１
１
三
二
七
－
一
六
…
三
二
八
頁
）
。

（
２
０
）
ま
彗
・
。
昌
享
．
Ｈ
菱
．
Ｐ
ｏ
・
。
い
一

（
２
１
）
ま
§
・
つ
昌
享
．
Ｈ
茎
．
事
８
一
ｉ
蔓
・

一
２
２
）
≧
彗
・
つ
昌
享
．
Ｈ
竃
ら
勺
．
菖
・
。
－
目
ｏ

　
　
　
「
株
式
へ
以
汁
の
縦
営
未
は
、
仕
入
れ
と
版
売
と
の
両
市
場
に
お
け
る
｝
要
、
供
総
、
競
争
の
状
態
の
は
げ
し
い
変
伝
に
・
対
処
し
て
ゆ
く
能
力

　
を
も
た
な
い
か
ら
・
独
占
昨
な
し
に
は
個
人
的
競
争
考
の
敏
沽
さ
に
た
ち
打
ち
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
「
排
他
的
特
昨
な
し
に
株
式
ヘ
ム
礼
が

　
う
ま
く
や
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
そ
う
な
班
業
は
、
す
べ
て
の
茱
務
が
、
い
わ
ゆ
る
口
常
的
た
も
の
に
遮
元
さ
れ
う
る
か
、
あ
る
い
は
、
ほ
と

　
ん
ど
ま
た
は
ま
っ
た
く
疲
化
を
許
さ
な
い
卑
一
な
方
法
に
遮
、
兀
さ
れ
う
る
よ
う
な
．
俳
業
だ
け
で
あ
る
。
」
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
銀
行
業
、
保
険

　
業
、
遮
河
符
篶
、
水
道
茉
で
あ
る
。
し
か
し
昧
式
ヘ
ム
礼
の
設
立
は
、
そ
れ
が
個
人
企
茱
に
対
抗
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
正
巧
化
さ
れ
う
る
も
の

　
で
は
な
く
、
そ
の
箏
業
の
糺
公
的
有
川
吐
が
汁
通
よ
り
大
き
い
と
か
、
私
的
企
莱
で
は
災
め
え
な
い
．
い
榊
の
伐
本
を
必
婆
と
す
る
と
か
の
理
山

　
が
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ス
ミ
ス
の
反
独
、
〔
的
態
皮
は
今
さ
ら
桁
揃
す
リ
ｏ
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
株
式
会
礼
（
八
。

　
汽
公
汁
）
に
っ
い
て
彼
が
か
な
り
石
定
的
で
あ
る
こ
と
に
気
が
っ
ノ
＼
彼
は
こ
れ
を
一
師
の
公
企
茉
と
み
な
し
て
、
礼
ヘ
ム
企
体
に
利
益
を
与
、
”
ん

　
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
布
｝
無
冷
で
無
能
だ
と
い
う
一
特
定
の
製
篶
茉
の
た
め
に
こ
の
へ
一
一
什
を
作
る
こ
と
は
、
一
閑
の
唯
業
の
一
椰
門
に
恨
、
常

　
な
促
ｔ
を
ケ
え
て
、
企
体
の
均
街
を
破
峡
す
る
こ
と
に
な
る
と
彼
は
劣
ノ
え
た
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
も
お
ろ
ん
水
茉
ル
ド
命
の
前
夜
、
汽
木
、
上
義
の

　
黎
閉
則
に
乍
き
て
い
た
ス
ミ
ス
と
し
て
は
ｗ
、
一
バ
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
　
汽
木
上
炎
秩
、
庁
は
ま
だ
ト
分
に
確
∴
、
一
さ
れ
ず
、
維
済
で
い
鋤
は
ま
だ
俊
払

　
き
わ
ま
り
な
い
い
炊
商
人
の
沽
動
に
適
し
、
休
式
公
糺
の
千
篇
一
律
の
ｎ
常
茱
務
に
は
不
適
、
で
あ
っ
た
、
ス
、
、
、
ス
の
い
わ
ゆ
る
利
己
心
の
導



　
き
は
、
口
険
商
人
の
場
合
の
よ
う
に
、
目
前
の
直
接
の
利
益
と
し
て
理
わ
れ
る
形
態
を
杵
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
」
「
特
定
商
業
部
門
の

　
た
め
の
公
共
施
設
と
い
う
最
初
の
問
題
提
起
は
ど
こ
へ
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
制
姐
会
杜
も
株
式
会
杜
も
そ
の
た
め
に
は
適
当
で
は
な
い
と
の

　
べ
た
ま
ま
、
ス
ミ
ス
は
会
杜
の
経
常
そ
の
も
の
の
比
較
分
析
に
は
い
り
こ
み
、
例
に
よ
っ
て
脱
線
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
戻
っ
て
き

　
た
と
こ
ろ
は
、
杜
八
石
一
般
の
た
め
の
公
共
箏
業
に
は
株
式
会
杜
が
適
当
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
特
定
商
業
部
門
に
は
関
係
の
た
い
立
論
と

　
な
っ
た
・
結
局
彼
が
こ
の
問
題
に
っ
い
て
積
桝
的
に
主
張
し
た
の
は
、
特
定
商
業
部
門
の
施
設
を
会
杜
に
作
ら
せ
て
、
そ
の
代
償
と
し
て
一
時

　
的
独
占
を
与
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
高
島
善
哉
著
　
原
典
解
説
　
ス
、
、
、
ス
「
国
富
論
」
１
政
策
篇
－
二
二

　
七
－
二
二
九
頁
、
又
は
高
腸
善
故
編
集
　
ス
ミ
ス
國
富
論
講
義
５
　
一
九
Ｈ
三
三
一
－
二
〇
Ｈ
三
三
二
頁
）
。

（
鴉
）
　
声
叫
ｐ
昌
１
０
０
箏
一
岸
Ｆ
Ｈ
一
Ｕ
己
．
り
り
・
べ
Ｈ
ｏ
ー
べ
ｏ
ｏ
・

（
以
）
　
声
ｑ
ｐ
目
一
己
つ
昌
．
岸
Ｆ
Ｈ
げ
己
．
ｏ
ｐ
べ
¢
ｏ
ー
べ
ｏ
べ
・

（
妬
）
　
声
｛
ｐ
旨
．
ｏ
つ
昌
．
ま
Ｆ
Ｈ
げ
己
．
ｏ
・
べ
ｏ
べ
・

（
％
）
　
＞
ｐ
ｐ
Ｂ
－
ｃ
ｏ
目
．
さ
Ｆ
Ｈ
げ
己
．
ｏ
ｏ
・
べ
ｏ
べ
－
べ
¢
ｃ
ｏ
・

Ａ
・
ス
、
・
・
ス

Ｊ
・
Ｓ
二
・
・
ル
に
お
け
ろ
同
宗
絡
費
に
閑
す
る
珊
論
の
，
灰
閉
Ｈ
（
災
汕
）

一
八
一
兀
　
　
（
六
一
二
一
二
）


