
Ａ
・
ス
ミ
ス

租
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
才
Ｊ
・
Ｓ
二
く
ル
に
わ
け
る

税
理
論
の
展
開
皿

－
－
－
－
古
典
学
派
に
お
げ
る
財
政
思
想
　
尚
ｉ
…

箕
　
　
浦

格
　
　
良

四

　
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
「
地
租
げ
己
け
翼
印
紙
税
。
・
訂
昌
り
ｄ
ま
霧
及
び
各
種
の
関
税
２
箒
の
◎
｛
ｏ
易
ａ
冒
・
っ
消
費
税
賢
ｏ
宥
は
イ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

リ
ス
に
お
げ
る
租
税
の
四
っ
の
主
要
な
る
部
門
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
う
し
て
「
国
家
収
入
の
基
金
｛
旨
穿
又
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

源
泉
は
資
本
。
。
ａ
鼻
か
土
地
か
の
い
ず
れ
か
に
ち
が
い
な
い
」
と
な
す
の
で
あ
る
が
蓋
し
国
家
収
入
の
重
要
性
は
一
国
の
産
茉
と
国

民
の
消
費
生
活
に
っ
ポ
が
り
、
国
宋
収
人
の
形
態
は
直
ち
に
そ
の
当
時
の
一
国
の
産
業
形
態
と
そ
う
し
て
又
国
民
の
経
済
生
活
に
つ

な
が
る
の
で
あ
る
。
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
そ
の
当
時
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
租
税
制
度
を
改
革
す
れ
ぼ
国
家
収
入
は
相
当
に
増
収

を
期
侍
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
地
租
及
び
宋
賃
税
を
も
っ
と
公
平
に
し
、
閑
税
及
び
消
費
税
の
現
行
制

吃
を
改
革
す
れ
ぼ
、
お
そ
ら
く
岡
民
の
大
郁
分
の
魚
批
を
州
大
せ
し
む
る
こ
と
な
く
革
に
全
体
に
そ
の
負
机
の
比
重
を
平
等
に
配
分

す
る
の
み
に
て
国
家
は
か
な
り
の
増
収
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
租
税
制
度
の
改
革
を
以
て
如
何
に
大
な
る
珊
収
が
得

　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
　
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
・
Ｓ
－
・
・
ル
に
お
け
る
租
税
理
諭
の
峻
開
皿
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
九
七
（
四
五
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
五
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
（
四
五
六
）

ら
れ
よ
う
と
も
国
家
収
入
を
公
債
の
担
保
よ
り
完
全
に
解
放
で
き
得
る
と
自
信
を
も
っ
こ
と
或
は
次
の
戦
争
に
お
い
て
そ
れ
以
上
に

公
債
が
累
積
す
る
こ
と
を
防
ぎ
又
は
之
が
補
償
を
は
か
ら
れ
る
ま
で
に
平
時
に
お
い
て
国
家
収
入
の
解
放
が
す
す
め
ら
れ
る
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

る
こ
と
は
如
何
に
楽
観
的
な
る
当
局
者
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
自
信
過
剰
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
う
し
て
「
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
は
た
し
か

に
イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
程
度
に
地
租
の
担
税
力
を
も
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
及
び
西
印
度
の
植
民
地
は
そ
れ
以
上
の
担
税
力
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

い
る
。
地
主
に
十
分
の
一
税
け
亭
ｏ
又
は
救
貧
税
の
課
税
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
十
分
の
一
税
又
は
救
貧
税
の
課
税
さ
れ
る

と
こ
ろ
よ
り
以
上
に
地
主
は
地
租
の
担
税
能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
十
分
の
一
税
が

金
納
で
な
く
現
物
徴
収
で
あ
る
と
き
は
こ
の
租
税
は
実
際
に
一
ポ
ソ
ド
に
っ
き
五
シ
リ
ソ
グ
に
達
す
る
地
租
よ
り
も
以
上
に
地
主
の

地
代
と
な
る
べ
き
も
の
を
多
く
減
少
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
十
分
の
一
税
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
土
地
の
真
実
の
地
代

即
ち
農
業
者
の
資
本
Ｏ
鳶
ま
Ｈ
を
又
農
業
者
の
利
潤
も
共
に
完
全
に
回
収
し
た
る
後
に
残
さ
れ
る
も
の
の
四
分
の
一
以
上
に
の
ぽ
る

こ
と
が
み
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
す
べ
て
の
金
納
に
よ
る
十
分
の
一
税
及
び
教
会
の
財
産
を
俗
入
の
保
管
に
移
す
こ
と
ぎ
－

肩
ｏ
り
ユ
註
ｇ
を
廃
止
さ
れ
る
な
ら
ぼ
イ
ギ
リ
ス
及
び
ア
ィ
ル
ラ
ソ
ド
の
教
会
の
十
分
の
一
税
は
六
〇
〇
万
ポ
ソ
ド
又
は
七
〇
〇
万
ポ

ソ
ド
以
下
に
見
積
ら
れ
る
こ
と
は
到
庇
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
ア
イ
ル
ラ
ソ
ド
に
お
い
て
も

十
分
の
一
税
が
な
い
と
す
れ
ぼ
地
主
は
そ
の
大
部
分
の
人
が
現
在
負
担
し
て
い
る
以
上
に
負
担
を
負
う
こ
と
な
く
六
〇
〇
万
ポ
ソ
ド

又
は
七
〇
〇
万
ポ
ソ
ド
の
地
租
の
追
加
を
支
払
う
余
裕
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
は
十
分
の
一
税
は
施
行
さ
れ
て
い
な
い
。

従
っ
て
地
租
を
負
担
す
る
余
裕
が
充
分
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
ア
メ
リ
ヵ
に
お
い
て
も
西
印
度
に
お
い
て
も
土
地
は
一

般
に
炎
業
者
に
小
作
さ
せ
る
こ
と
も
又
貸
付
け
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
土
地
の
租
税
を
地
代
簿
に
よ
っ
て
賦
課
す
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
然
し
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
土
地
も
ウ
ィ
リ
ァ
ム
ー
ー
メ
リ
ー
の
第
四
年
の
時
代
に
は
地
代
簿
に
よ
っ
て



賦
課
さ
れ
た
も
の
で
は
た
く
極
め
て
粗
雑
な
る
且
っ
不
正
確
な
る
評
価
に
よ
っ
て
査
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
ヵ
に
お
げ
る
土

地
に
つ
い
て
も
同
じ
方
法
を
採
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
、
又
最
近
の
ミ
ラ
ノ
公
国
や
オ
ー
ス
ト
リ
ァ
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
、
サ
ル
デ
ィ
ニ

ァ
の
所
領
に
お
い
て
施
行
せ
ら
れ
た
よ
う
に
正
確
な
る
測
量
に
よ
っ
て
公
平
な
る
評
価
を
行
な
い
之
に
よ
っ
て
賦
課
し
て
も
よ
い
の

　
　
（
５
）

で
あ
る
と
論
じ
て
地
租
の
賦
課
に
つ
い
て
所
謂
台
帳
税
に
よ
っ
て
雅
式
課
税
を
行
っ
て
も
よ
く
又
実
質
的
評
価
を
査
定
し
て
実
質
課

税
と
し
て
も
施
行
で
き
る
と
な
し
地
租
は
ア
ィ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
ヵ
、
西
印
度
に
お
い
て
も
そ
の
拡
張
の
可
能
性
を
論

ず
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
財
産
税
的
性
格
を
有
す
る
地
租
に
は
じ
ま
り
次
い
で
収
益
税
的
性
格
を
有
す
る
地
租
の
論
議
に
移
る
の

で
あ
る
が
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
「
地
租
は
貨
幣
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
土
地
の
評
価
は
貨
幣
で

表
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
評
価
が
確
定
せ
ら
れ
て
以
来
銀
の
価
値
は
殆
ん
ど
一
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
貨
幣
の
本
位
は
そ

の
重
量
に
お
い
て
も
そ
の
品
位
に
お
い
て
も
何
等
変
化
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
ア
メ
リ
ヵ
に
お
げ
る
銀
鉱
が

発
見
さ
れ
る
前
の
二
世
紀
の
閉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
銚
の
価
値
が
相
当
に
騰
っ
た
と
す
れ
ぼ
評
価
の
不
変
性
は
地
主
に
と
っ
て
極
め

て
抑
庁
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
銀
鉱
が
発
見
さ
れ
て
後
約
一
世
紀
の
問
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
銀
の
価
値
が
相
当
に
下
落

し
た
な
ら
ぼ
こ
の
評
仙
の
不
変
性
が
元
首
の
こ
の
部
門
の
収
入
を
大
い
に
減
少
さ
せ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
同
量
の
銀
を
従
来
よ
り

低
い
糸
目
仙
格
に
引
下
げ
又
は
高
い
名
目
価
格
に
引
上
げ
る
か
に
よ
っ
て
貨
幣
本
位
に
或
租
度
の
変
化
が
生
じ
た
る
と
き
は
例
え
ば

銀
一
オ
ソ
ス
の
最
が
五
シ
リ
ン
グ
ニ
ベ
ソ
ス
の
貨
幣
に
鉾
迭
す
る
代
り
に
催
か
に
ニ
シ
リ
ソ
グ
七
ペ
ソ
ス
と
い
う
低
い
名
目
仙
格
の

貨
幣
片
に
鉾
篶
せ
ら
れ
る
か
一
〇
シ
リ
ソ
グ
四
ベ
ソ
ス
と
い
う
高
い
糸
目
仙
格
の
貨
幣
片
に
鋳
逃
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
前
者
は
地
主

の
収
入
が
液
少
し
後
者
は
元
肯
の
収
入
が
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
塊
実
に
発
生
し
た
る
と
こ
ろ
と
幾
分
異
な
り
た
る
事
情
の

も
と
に
お
い
て
は
こ
の
評
仙
の
不
変
性
は
納
税
者
亭
０
０
旨
巨
ぎ
け
Ｏ
易
或
は
国
家
８
昌
昌
昌
事
窒
Ｈ
９
の
い
ず
れ
か
に
と
っ
て
極
め

　
　
　
Ａ
・
ス
、
・
・
ス
　
Ｄ
．
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
・
Ｓ
ニ
ミ
ル
に
お
げ
る
租
税
理
論
の
展
開
皿
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
九
九
（
四
五
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
策
十
五
巻
・
篤
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
（
四
五
八
）

て
不
都
合
な
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
時
代
が
経
過
す
る
と
と
も
に
い
っ
か
は
こ
の
よ
う
な
事
情
は
必
ず
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
迄
の
帝
国
は
い
ず
れ
の
帝
国
に
お
い
て
も
そ
の
他
の
人
問
の
す
べ
て
の
仕
事
と
同
じ
く
死
減
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
こ
と
が
証
明
さ

れ
た
げ
れ
ど
も
然
し
な
が
ら
い
ず
れ
の
帝
国
も
永
遠
に
存
続
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
帝
国
そ
れ
自
体
と

共
に
永
続
す
べ
き
こ
と
を
期
す
る
あ
ら
ゆ
る
制
度
は
或
特
定
の
事
情
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
総
て
の
事
情
の
も
と
に
お
い
て
都
合
の

よ
い
も
の
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
一
時
的
、
臨
時
的
、
或
い
は
偶
発
的
事
情
に
適
応
せ
し
む
る
べ
き
も
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

く
必
然
的
に
従
っ
て
常
に
同
一
の
事
情
に
適
応
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
Ａ
．
ス
、
、
、
ス
は
「
重
農
学
派
の
一
部
の
学
者
は
地
代
の
変
化
に
応
じ
て
変
化
し
耕
作
の
改
良
或
い
は
怠
慢
に
応
じ
て
増
減
す
る
と

こ
ろ
の
地
租
は
あ
ら
ゆ
る
租
税
の
な
か
で
最
も
公
平
な
る
租
税
で
あ
る
と
推
奨
し
て
い
る
。
こ
の
重
農
学
派
の
一
部
の
学
者
は
総
て

の
租
税
は
結
局
に
お
い
て
は
地
代
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
結
片
に
お
い
て
之
を
負
担
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
基
金
ざ
邑

に
公
平
に
課
税
せ
ら
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
総
て
の
租
税
は
結
局
之
を
負
担
す
る
と
こ
ろ
の
基
金
に
で
き
る
だ
げ

公
平
に
課
桃
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
真
理
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
煎
農
学
派
の
一
郁
の
学
者
の
極
め
て
独
創
的
な
る

学
説
を
支
持
し
て
い
る
形
而
上
学
的
な
る
論
証
に
っ
い
て
不
愉
快
な
る
論
議
に
た
ち
入
ら
な
く
と
も
最
終
的
に
地
代
に
帰
着
す
る
租

税
が
何
で
あ
り
終
帰
的
に
そ
の
他
の
基
金
に
帰
着
す
る
租
税
が
何
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
充
分
に
閉
ら
か
に
な
る
で

　
　
（
８
）

あ
ろ
う
」
と
な
し
之
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
土
地
の
賃
貸
契
約
の
各
個
の
場
合
の
内
容
及
び
そ
の
諮
条

件
に
っ
い
て
ヲ
て
の
課
税
の
適
切
な
る
方
法
を
考
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
あ
る
地
主
は
そ
の
地
代
を
引
上
げ
る
代
り
に
俗
地
契
約

の
更
新
に
当
っ
て
一
時
金
雪
¢
を
受
取
る
倣
行
が
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
場
合
浪
費
家
の
臨
機
の
処
置
で
あ
る
。
即
ち
概
め
て
仙
他

の
多
い
将
米
の
収
入
を
売
っ
て
或
一
定
額
の
塊
金
を
受
取
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
多
く
の
場
合
地
主
に
と
っ
て
有
省
で
あ
る
。



そ
う
し
て
又
し
ぼ
し
ぼ
借
地
人
に
と
っ
て
も
有
害
で
あ
る
。
是
亦
杜
会
に
と
っ
て
常
に
有
害
で
あ
る
。
そ
れ
は
展
々
借
地
人
か
ら
そ

の
資
本
ｓ
貝
巳
の
大
部
分
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
り
そ
の
結
果
と
し
て
土
地
の
耕
作
能
力
が
大
い
に
減
少
す
る
か
ら
で
あ
り
従

っ
て
借
地
人
は
大
な
る
地
代
を
支
払
い
得
た
と
き
に
比
較
し
て
少
な
る
地
代
を
支
払
う
に
も
困
難
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
借
地
人
の

耕
作
能
力
の
減
少
は
何
で
あ
ろ
う
と
も
耕
作
能
力
の
減
少
し
な
い
場
合
よ
り
も
必
然
的
に
杜
会
の
収
入
の
最
も
重
要
た
る
部
分
を
抑

圧
す
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
一
時
金
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
租
税
を
一
般
の
地
代
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
よ
り
ず
っ
と
重
課
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
有
害
な
る
慣
行
は
阻
止
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
関
係
各
当
事
者
即
ち
地
主
、
借
地
人
、
主
権
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

そ
う
し
て
全
体
杜
会
の
す
べ
て
に
少
な
か
ら
ず
利
益
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
な
し
一
時
金
の
弊
害
と
そ
の
是
正
方
法
を
論
じ
っ
い
で

伏
地
契
約
の
内
容
の
特
定
せ
る
も
の
に
論
及
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
あ
る
賃
貸
契
約
に
っ
い
て
は
借
地
人
に
対
し
て
全
賃
貸

期
閉
中
特
定
の
耕
作
方
法
、
特
定
の
作
物
の
栽
培
を
指
定
す
る
。
こ
れ
は
一
般
に
地
主
が
白
己
の
知
識
の
惚
れ
（
こ
れ
は
多
く
の
場

合
何
の
根
拠
も
な
い
も
の
で
あ
る
）
の
結
果
で
あ
る
が
こ
れ
は
一
種
の
追
加
的
地
代
で
あ
っ
て
貨
幣
地
代
、
。
づ
二
箏
昌
。
箏
。
く
に
代
る

べ
き
賦
役
地
代
Ｈ
９
二
箏
。
。
９
ｉ
８
と
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
愚
な
る
倣
習
で
あ
る
が
之
を
抑
捌
す
る
た
め
に
は
こ

の
極
の
地
代
は
寧
ろ
高
く
評
伽
し
従
っ
て
之
に
対
す
る
租
税
は
普
通
の
貨
幣
地
代
旨
Ｏ
目
。
く
、
Ｏ
箏
け
・
つ
よ
り
も
幾
分
重
諜
し
て
よ
い
の

で
あ
讐
と
芒
つ
い
で
拷
納
入
地
代
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
「
或
地
主
は
貨
幣
地
代
の
代
り
に
省
、
家
畜
、
家
禽
、
葡
萄
湘
、

汕
等
の
班
物
地
代
Ｈ
ｇ
二
目
ご
邑
を
要
求
す
る
。
又
或
地
主
は
賦
役
地
代
を
要
求
す
る
。
斯
く
の
如
き
地
代
は
地
主
は
有
利
で
あ
る

が
常
に
そ
れ
以
上
に
什
地
人
に
と
っ
て
有
穴
な
も
の
と
な
る
。
斯
く
の
如
き
地
代
は
地
主
が
収
人
す
る
と
こ
ろ
よ
り
も
多
く
の
も
の

を
俳
地
人
か
ら
奪
う
か
又
は
し
め
だ
す
か
ら
で
あ
る
。
苅
く
の
如
き
地
代
が
行
な
わ
れ
て
い
る
旧
に
お
い
て
は
す
べ
て
什
地
人
は
貧

乏
に
し
て
乞
食
の
如
く
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
杵
、
度
は
斯
く
の
如
き
地
代
が
行
な
は
れ
て
い
る
杜
度
に
か
な
り
対
応
し
て
い
る
。

　
　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
　
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
・
Ｓ
二
・
・
ル
に
お
け
る
粗
税
理
論
の
展
開
皿
（
箕
浦
）
　
　
　
　
一
〇
一
（
四
五
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
五
巻
．
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
（
四
六
〇
）

之
亦
同
じ
く
斯
く
の
如
き
地
代
は
寧
ろ
評
価
を
高
く
し
従
っ
て
そ
の
結
果
と
し
て
必
然
的
に
一
般
の
貨
幣
地
代
よ
り
幾
分
重
課
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
ユ
）

こ
と
に
よ
っ
て
杜
会
全
体
に
と
っ
て
有
害
な
る
慣
行
は
恐
ら
く
は
充
分
に
阻
止
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
「
地
主
が
そ
の
所
有
地
の
一
部
を
占
有
す
る
こ
と
を
白
ら
望
ま
し
い
と
決
定
し
た
場
合
そ
の
土
地
の
地
代
の
評
仙
は
そ
の
周
辺
の

農
業
者
や
地
主
の
公
平
な
る
裁
定
に
従
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
又
そ
の
租
税
の
軽
減
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で

　
　
一
叱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
Ｂ
一

あ
ろ
う
　
然
し
な
が
ら
こ
れ
は
地
主
の
占
有
す
る
土
地
の
地
代
が
或
一
定
額
を
超
え
な
い
と
き
の
み
で
あ
る
」
と
な
し
白
作
農
の
保

護
を
主
張
し
「
地
主
が
そ
の
所
有
地
の
一
部
を
耕
作
す
る
よ
う
奨
励
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
地
主
の
資
本
８
貝
巴
は
一
般
に

借
地
人
の
資
本
よ
り
も
大
で
あ
る
。
地
主
の
技
術
が
お
と
っ
て
い
て
も
虞
々
借
地
人
が
生
産
す
る
と
こ
ろ
よ
り
も
大
な
る
生
産
物
を

あ
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
地
主
は
種
々
の
実
験
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
く
実
験
を
行
な
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

地
主
が
実
験
に
失
敗
し
て
も
そ
の
狽
失
は
催
か
で
あ
る
。
地
主
が
そ
の
実
験
に
成
功
す
れ
ぼ
そ
れ
は
全
国
の
改
良
と
耕
作
の
改
善
に

貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
租
税
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
る
地
主
の
耕
作
の
奨
励
は
一
定
の
広
さ
に
止
め
る
こ
と
が
重
要

で
あ
ろ
う
。
も
し
も
地
主
の
大
部
分
が
そ
の
所
有
地
全
部
で
農
業
を
行
な
う
よ
う
に
な
れ
ぼ
（
真
面
目
で
勤
勉
な
る
什
地
人
の
代
り

に
地
主
の
資
本
と
技
術
が
許
す
眼
り
に
お
い
て
地
主
向
身
が
そ
の
利
益
の
た
め
に
耕
作
す
る
も
の
と
し
て
）
農
村
は
怠
惰
で
放
蕩
な

る
管
理
人
に
て
充
さ
れ
管
理
人
の
あ
や
ま
っ
た
管
理
は
ま
も
な
く
耕
作
を
退
化
さ
せ
る
。
土
地
の
年
々
の
生
産
物
を
減
少
さ
せ
る
・

家
長
の
収
入
の
み
な
ら
ず
杜
会
の
全
体
の
収
入
の
な
か
で
最
も
策
要
な
る
部
分
を
減
少
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
行
政
制
度

は
恐
ら
く
は
こ
の
種
の
租
税
が
納
税
者
ｏ
８
三
げ
暮
Ｒ
を
圧
迫
し
又
は
不
便
の
如
呵
な
る
程
度
の
不
確
実
性
を
も
と
り
除
き
そ
れ
と

同
時
に
地
方
の
一
般
的
な
る
土
地
の
改
良
と
良
好
な
る
耕
作
に
大
い
に
寄
与
す
る
よ
う
な
政
災
又
は
方
針
を
土
地
の
一
般
的
管
理
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
諭
ず
る
の
で
あ
る
。



（
１
）
　
声
ｑ
叫
昌
１
ｏ
つ
旨
｝
Ｆ
オ
竃
Ｈ
亭
◎
－
オ
斗
－
◎
目
０
Ｄ
一
〇
．
ｏ
◎
ｏ
◎
べ
．

　
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
所
得
税
は
一
七
九
九
年
対
フ
ラ
ソ
ス
戦
争
の
際
Ｗ
・
ピ
ッ
ト
に
よ
っ
て
初
め
て
採
用
さ
れ
資
本
主
義
諸
岡
に
お
け
る
先
駆

　
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
　
一
八
四
二
年
に
至
り
Ｒ
・
ピ
ー
ル
の
よ
っ
た
も
の
が
現
在
の
普
通
所
得
税
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
所
得

　
を
そ
の
源
泉
に
し
た
が
い
五
種
類
に
分
類
し
分
類
所
得
税
と
な
し
源
泉
課
税
主
義
を
原
則
と
し
て
比
例
税
率
を
採
用
し
て
い
る
。
我
国
の
所
得

　
税
は
一
八
八
七
年
即
ち
明
治
二
十
年
に
創
設
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
声
３
旨
ｃ
。
昌
；
二
§
§
一
り
．
富
ｏ
．

（
３
）
ト
３
昌
ｃ
つ
冒
享
ニ
ミ
§
一
り
』
・
。
ｏ
．

　
「
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
制
度
を
イ
ギ
リ
ス
に
属
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
人
又
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
生
れ
の
人
々
の
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
地
方
ま
で
拡
張

　
す
る
な
ら
ぱ
租
税
収
入
の
増
収
は
大
い
に
期
待
さ
れ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
寝
『
豪
昌
彗
け
又
は
国
民
の
要
求
が
あ
る
な

　
ら
ば
全
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
会
議
。
。
訂
箒
Ｏ
・
－
０
ｑ
彗
０
轟
Ｈ
に
総
て
の
各
地
方
を
公
正
に
し
て
そ
う
し
て
平
等
に
代
表
す
る
代
表
者
を
入
れ
る
こ
と
を
認

　
め
た
け
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
憲
法
卑
－
茅
プ
８
易
葦
巨
－
ｇ
の
原
則
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
た
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
各

　
地
方
の
代
表
者
の
数
の
そ
の
地
方
の
納
税
額
に
対
す
る
比
率
は
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
老
数
の
納
税
額
に
対
す
る
比
率
と
同
じ
で
な
げ
れ
ば
た
ら
な

　
い
。
然
し
た
が
ら
多
く
の
有
力
者
の
私
的
利
害
と
大
多
数
の
国
民
の
強
固
た
る
偏
見
は
現
在
に
お
い
て
は
斯
く
の
如
き
大
変
革
に
対
し
て
克
服

　
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
と
い
う
よ
り
は
殆
ん
ど
不
可
能
た
る
障
害
と
た
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
各
地
方
の
合
同
が
果
し
て
実

　
施
可
能
か
不
可
能
か
を
決
定
し
な
い
ま
で
も
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
例
度
を
如
何
な
る
程
度
に
各
地
方
に
適
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
、
又
仮
り
に

　
そ
れ
を
適
用
し
得
る
と
す
れ
ぱ
ど
れ
だ
け
の
租
税
収
入
が
獲
得
で
き
る
か
尚
こ
の
種
の
一
般
的
令
同
は
こ
れ
に
包
含
せ
ら
れ
る
地
方
の
幸
福
と

　
繁
栄
と
に
対
し
て
如
何
な
る
影
響
を
及
ぽ
す
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
は
こ
の
種
の
純
理
論
の
著
作
と
し
て
は
不
適
当
で
は
な
い
で
あ

　
ろ
う
。
斯
く
の
如
き
思
索
は
古
い
理
想
主
義
よ
り
そ
の
而
白
さ
に
お
い
て
は
お
と
る
が
そ
れ
以
上
に
無
州
に
し
て
空
想
的
で
は
な
い
新
し
い
理

　
想
主
義
罵
ミ
Ｏ
ざ
甘
｝
と
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
」
（
＞
Ｓ
旨
○
っ
昌
ま
７
ミ
き
き
君
・
Ｏ
．
Ｏ
．
０
ふ
Ｏ
。
べ
・
）

（
４
）
声
Ｓ
昌
ｃ
ｏ
昌
岸
戸
ミ
き
き
Ｐ
轟
ｏ
。
．
拙
稿
「
Ａ
・
ス
ミ
ス
　
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
．
Ｓ
．
、
・
・
ル
に
お
け
る
租
税
板
嫁
論
の
腿
開
」
１
古

　
典
学
派
に
お
け
る
財
政
思
想
　
臼
－
（
立
命
鮒
維
済
学
　
雄
十
二
巻
　
姑
三
号
）
　
一
　
註
（
６
）

（
５
）
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
地
租
の
配
賦
〔
地
租
の
一
般
的
。
っ
訂
鳥
ｏ
ｑ
肩
配
賦
の
沿
｛
に
つ
い
て
は
　
ｏ
彗
轟
Ｐ
『
申
“
吻
、
県

　
卜
ｏ
§
Ｎ
お
ミ
婁
ぎ
、
ミ
曳
§
ト
ー
ｏ
・
り
９
署
．
Ｈ
崖
－
Ｈ
お
を
参
照
〕
に
っ
い
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
ウ
イ
リ
ア
ム
と
メ
リ
ー
の
第
四
年
に
お
い
て

　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
　
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
・
Ｓ
二
・
・
ル
に
お
げ
る
租
税
理
論
の
展
開
皿
（
箕
浦
）
　
　
　
　
一
〇
三
（
四
六
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
五
巻
・
第
三
号
）

一
〇
四
（
四
六
二
）

　
各
州
、
各
教
会
区
に
地
租
の
配
賦
が
施
行
せ
ら
れ
る
に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
る
評
価
は
そ
の
制
定
当
時
の
最
初
に
既
に
不
公
平
で
あ
っ
た
。
こ

　
の
よ
う
汰
課
税
方
法
の
地
租
は
完
全
に
確
定
的
で
あ
り
租
税
納
付
の
時
瑚
は
地
代
収
納
の
時
期
と
同
時
で
あ
る
か
ら
納
税
者
に
と
っ
て
極
め
て

　
便
宜
で
あ
る
。
真
実
の
納
税
者
は
常
に
地
主
で
あ
る
げ
れ
ど
も
こ
の
地
租
は
普
通
小
作
人
に
よ
っ
て
前
払
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
地
代
よ
り

　
こ
の
粗
税
額
を
控
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
地
租
は
他
の
如
何
な
る
租
税
よ
り
も
少
数
の
官
吏
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
し

　
公
平
た
る
課
税
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
地
租
は
租
税
に
関
す
る
四
っ
の
籏
言
の
確
実
、
便
宜
、
最
少
徴
税
穀
の
歳
言
に
合
し
て
い

　
る
が
公
平
の
歳
言
に
は
反
し
て
い
る
。
各
地
区
に
配
賦
す
る
地
租
は
地
代
の
瑚
加
に
伴
っ
て
租
税
額
が
増
加
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
地

　
主
が
土
地
を
改
良
し
て
収
入
の
増
大
を
は
か
っ
て
地
主
の
利
潤
が
増
大
し
て
も
国
家
収
入
に
は
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
論
ず
る
。
　
（
声
宣
昌
１
．

　
ｃ
つ
旨
岸
Ｆ
ミ
き
き
り
．
べ
ｏ
。
○
）

（
６
）
ま
§
・
つ
邑
芦
一
ミ
§
一
事
董
－
嚢
．

（
７
）
　
「
白
ら
ユ
コ
ノ
、
・
・
ス
ト
艘
ｏ
鳥
８
昌
昌
－
ｏ
。
冴
と
名
乗
る
フ
ラ
ン
ス
の
一
部
の
学
者
に
よ
っ
て
」
（
声
Ｓ
昌
ｃ
っ
旨
箏
Ｆ
ミ
き
き
Ｐ
べ
ｏ
．
Ｎ
）

（
８
）
ま
彗
ｃ
つ
昌
享
ニ
ミ
§
一
忌
・
。
ド

　
「
ヴ
ェ
ニ
ス
領
に
お
い
て
は
農
業
者
に
貧
貸
さ
れ
る
耕
作
地
に
は
す
べ
て
そ
の
地
代
の
十
分
ノ
一
が
租
税
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
。
〔
く
Ｏ
冒
Ｏ
庁
霧

　
○
旨
８
昌
彗
け
－
窃
一
Ｕ
昌
豪
け
Ｏ
昌
．
－
．
暑
．
虞
〇
一
違
Ｈ
．
〕
　
土
地
の
賃
貨
契
約
が
各
州
又
は
各
地
区
の
収
入
官
吏
が
保
管
し
て
い
る
登
記
簿
に
登
記

　
せ
ら
れ
る
。
土
地
所
有
者
が
各
白
の
土
地
を
耕
作
す
る
場
合
に
は
土
地
は
公
平
に
評
価
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
租
税
の
五
分
ノ
一
が
控
除
せ
ら

　
れ
る
。
従
っ
て
土
地
に
対
し
て
地
代
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
一
〇
バ
ー
セ
ソ
ト
を
支
払
う
の
で
は
な
く
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
支
払
う
こ
と
に
な
る

　
の
で
あ
る
」
（
声
３
冒
Ｃ
０
旨
－
岸
Ｆ
嚢
き
§
一
Ｐ
べ
Ｏ
．
Ｎ
）
「
こ
の
概
類
の
地
租
は
碓
か
に
イ
ギ
リ
ス
の
地
租
よ
り
公
平
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
恐
ら
く

　
一
ヶ
、
れ
ほ
ど
確
定
的
で
は
た
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
租
税
は
地
主
に
対
し
て
柵
当
大
な
る
手
数
を
か
げ
る
こ
と
が
し
ぼ
し
ば
あ
る
。
そ
う

　
し
て
そ
の
徴
税
孜
も
か
な
り
大
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
斯
く
の
如
き
行
政
捌
度
が
大
な
る
租
度
に
こ
の
不
確
定
性
の
阻
止
及
び
こ

　
の
経
孜
を
抑
制
す
る
よ
う
に
考
案
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
へ
ぼ
地
主
と
借
地
人
と
が
共
同
し
て
そ
の
併
地
架
約
を
義
務
と
し
て
公
共
登
祀
簿

　
に
登
記
し
な
げ
れ
ぼ
た
ら
な
い
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し
て
そ
の
諦
条
件
の
隠
腔
及
び
虚
偽
の
仔
記
に
対
し
て
は
適
当
た
る
罰
金
を
課

　
す
ろ
こ
、
ご
も
で
き
ろ
つ
そ
う
し
て
又
当
｝
詐
”
の
：
力
が
他
方
に
対
す
る
に
脈
及
び
帳
偽
の
汽
記
を
★
禿
、
訂
青
し
た
る
と
き
そ
の
人
に
対
し

　
て
罰
金
の
一
部
を
与
え
ろ
こ
と
に
す
れ
ぼ
双
方
が
結
托
し
て
公
共
収
入
を
詐
取
す
る
こ
と
を
有
効
に
防
ぐ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

　
て
土
地
の
賃
岱
借
閑
係
の
一
切
の
諦
条
件
は
か
か
る
記
録
に
よ
っ
て
充
分
に
如
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
」
（
声
３
昌
ｃ
っ
昌
｝
Ｆ
ミ
き
§



　
ｏ
ｏ
．
べ
ｏ
◎
ド
ベ
ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
）

（
９
）
ま
｝
昌
ｃ
つ
冒
；
ニ
ミ
～
§
一
Ｐ
轟
・
。
・

（
１
０
）
　
声
Ｓ
昌
ｃ
つ
冒
ま
Ｆ
ミ
き
さ
り
．
べ
ｏ
．
ｏ
ｏ
・

（
ｕ
）
　
＞
ｐ
｝
昌
ｃ
り
冒
饒
戸
き
ミ
～
§
七
り
．
べ
ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
．

（
１
２
）
　
「
ヴ
ェ
ニ
ス
領
に
お
い
て
は
租
税
の
軽
減
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
く
そ
の
租
税
の
適
当
な
る
軽
減
が
許
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
」

　
（
ト
ｐ
ｐ
冒
○
つ
昌
巳
戸
ミ
き
き
ｏ
．
べ
ｏ
．
ｃ
ｏ
．
）

（
１
３
）
　
声
３
昌
○
ｏ
昌
岸
戸
貸
き
§
暑
．
べ
ｏ
．
ｏ
◎
ム
ｏ
。
卜

（
１
４
）
　
ト
３
昌
．
ｃ
ｏ
旨
岸
戸
ミ
皆
§
り
．
べ
ｏ
。
卜

　
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
第
三
編
（
声
３
旨
ｃ
ｏ
旨
ざ
Ｆ
嚢
き
き
君
．
ｏ
ｏ
寓
ｌ
ｏ
ｏ
８
．
）
に
お
い
て
地
主
の
土
地
改
良
に
っ
い
て
そ
の
論
述
を
展
開
し
て
い
る
が
尚

　
『
こ
こ
で
も
「
地
主
が
そ
の
土
地
の
一
部
を
自
作
す
る
よ
う
に
奨
励
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
」
か
ら
、
そ
の
場
合
に
は
地
租
竜
軽
減
す
べ
き

　
だ
と
ス
ミ
ス
は
い
う
。
た
ぜ
な
ら
、
　
「
彼
の
資
本
は
一
般
に
小
作
人
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
く
、
そ
し
て
彼
は
し
ば
し
ぱ
劣
っ
た
技
術
で
よ
り
多

　
く
の
生
産
物
を
え
る
し
、
ま
た
地
主
が
諸
実
験
を
試
み
る
余
袷
が
あ
り
、
か
っ
一
般
に
そ
れ
を
や
り
た
が
る
」
か
ら
で
あ
る
。
ス
、
、
、
ス
が
こ
の

　
よ
う
に
の
べ
る
と
き
、
彼
は
そ
の
友
人
ロ
ー
ド
・
ヶ
イ
ム
ズ
を
代
表
と
す
る
、
ス
コ
ツ
ト
ラ
ソ
ド
の
地
主
的
農
業
改
良
家
た
ぢ
を
思
い
浮
べ
て

　
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
ス
ミ
ス
は
、
第
三
編
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
も
ち
ろ
ん
手
放
し
で
地
主
を
賛
え
て

　
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
地
租
軽
減
が
あ
る
程
度
を
超
え
て
、
地
主
が
そ
の
土
地
の
大
部
分
を
自
作
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
　
「
農
村
は
、

　
ま
じ
め
で
勤
勉
な
小
作
人
の
代
り
に
、
怠
惰
で
浪
投
的
た
差
配
人
で
満
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
い
さ
ら
に
、
　
一
時
金
、
労
役
地
代
、
実
物

　
地
代
は
い
ず
れ
も
小
作
人
に
有
害
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
地
租
は
冊
通
の
貨
幣
地
代
の
場
合
よ
り
も
一
。
同
く
定
め
て
、
　
「
杜
会
全
体
に
と

　
っ
て
有
害
な
慨
習
を
十
分
に
阻
止
」
す
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
地
主
が
改
良
的
実
験
の
先
駆
者
で
あ
ろ
う
と
、
杜
会
の

　
中
心
は
小
作
人
Ｈ
資
本
家
的
疫
業
米
な
の
で
あ
り
、
逃
歩
的
地
主
と
は
白
作
農
と
し
て
の
地
主
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
土
地
所
有
者
す
な
わ
ち
地

　
代
取
得
者
と
し
て
の
地
主
で
は
な
い
と
さ
え
い
い
う
る
だ
ろ
う
。
（
拙
稿
Ａ
・
ス
ミ
ス
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
．
Ｓ
．
、
、
、
ル
に
お
げ
る
組

　
税
転
嫁
冷
の
岐
開
－
市
典
学
派
に
お
け
る
財
政
忠
想
　
目
－
（
立
命
鮒
維
済
学
　
第
十
二
巻
　
筋
三
巻
）
地
主
と
小
作
人
と
の
関
係
に
っ
い
て

　
は
も
う
一
っ
閉
魎
が
あ
る
。
そ
れ
は
地
租
が
地
代
に
加
算
さ
れ
て
小
作
人
に
転
嫁
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に

　
つ
い
て
の
ス
ミ
ス
の
考
え
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ぱ
十
分
ノ
一
税
の
よ
う
に
土
地
の
生
産
物
に
課
せ
ら
れ
る
税
で
さ
え
、
地
代
が
そ

　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
　
Ｄ
・
リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
・
Ｓ
二
・
・
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
展
開
皿
（
箕
浦
）
　
　
　
　
一
〇
五
（
四
六
三
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
五
巻
．
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
（
四
六
四
）

れ
だ
け
減
額
す
る
と
い
う
形
で
地
主
に
転
嫁
さ
れ
る
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
塘
一
篇
の
分
析
が
示
し
た
よ
う
に
、
地

代
は
、
土
地
の
生
産
物
の
価
格
か
ら
、
そ
の
経
費
と
耕
作
者
の
自
然
利
潤
と
を
控
除
し
た
も
の
で
あ
り
、
　
一
定
の
利
潤
率
が
前
提
さ
れ
て
い
る

か
ぎ
り
、
経
費
に
付
加
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
地
代
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
』
（
高
島
善
哉
著
　
原
典
解
説

ス
、
、
、
ス
「
国
富
論
」
１
政
策
篇
　
一
五
四
－
一
五
五
頁
又
は
高
島
善
哉
編
集
　
ス
ミ
ス
　
「
同
富
論
講
義
」
５
　
三
五
－
三
六
頁
。
）

　
Ａ
．
ス
、
、
、
ス
は
地
租
に
お
け
る
徴
税
費
に
っ
い
て
言
及
す
る
。
即
ち
「
常
に
固
定
的
な
る
評
価
額
に
よ
っ
て
査
定
さ
れ
る
地
租
よ

り
も
地
代
の
変
化
に
伴
な
い
こ
れ
に
応
じ
て
変
化
す
る
地
租
の
徴
税
費
は
疑
も
な
く
い
く
ら
か
大
で
あ
ろ
う
。
農
村
に
お
け
る
各
地

方
に
設
立
す
る
こ
と
を
適
当
と
さ
れ
る
各
登
記
所
及
び
土
地
の
所
有
者
が
白
ら
占
有
せ
ん
と
す
る
土
地
に
っ
い
て
時
に
応
じ
て
行
な

わ
れ
る
評
価
と
の
双
方
に
っ
い
て
或
程
度
の
追
加
的
経
費
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
之
等
の
全
経
費
は
極
め
て
僅
少
で
あ
る
。

こ
の
種
の
租
税
か
ら
容
場
に
得
ら
れ
る
収
入
に
比
較
し
て
些
少
で
あ
る
と
こ
ろ
の
他
の
多
く
の
租
税
の
徴
税
費
よ
り
も
逢
か
に
僅
少

　
　
（
１
）

で
あ
る
」
と
論
じ
、
そ
う
し
て
土
地
の
改
良
に
伴
な
う
価
値
の
増
加
に
対
し
て
或
一
定
の
期
限
を
限
定
し
て
免
税
す
る
こ
と
を
主
張

す
る
の
で
あ
る
。
　
「
こ
の
種
の
可
変
的
な
る
地
租
は
土
地
の
改
良
を
さ
ま
た
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
の
が
こ
の
租
税
に
対
す
る

最
も
軍
要
な
る
反
対
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
土
地
改
良
の
我
用
に
対
し
て
何
等
寄
与
し
な
い
と
こ
ろ
の
主
権
者
が
土
地
の
改

良
に
よ
っ
て
生
ず
る
利
澗
の
分
配
に
与
ず
か
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
地
主
は
そ
の
改
良
の
意
欲
を
阻
害
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し

な
が
ら
地
主
が
土
地
の
改
良
を
始
め
る
に
さ
き
だ
ち
微
税
官
史
と
共
同
し
て
そ
の
土
地
の
近
く
の
地
主
と
農
業
者
の
各
同
一
員
敬
の

選
ぼ
れ
た
一
定
数
の
人
々
の
公
平
な
る
裁
定
に
従
っ
て
十
地
の
班
実
価
仇
を
評
伽
確
定
す
る
こ
と
を
地
主
に
許
可
し
、
そ
う
し
て
そ

の
費
用
が
完
全
に
補
償
さ
れ
る
に
充
分
に
な
る
よ
う
な
年
数
に
亙
っ
て
こ
の
評
仙
額
に
従
っ
て
地
主
に
課
税
す
る
こ
と
に
す
れ
ぼ
恐



ら
く
こ
の
よ
う
な
反
対
論
で
さ
え
一
掃
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
主
権
者
白
身
の
収
入
の
増
大
に
対
す
る
関
心
か
ら
土
地
の
改
良
と
い
う

こ
と
に
主
権
者
の
注
意
を
む
け
さ
せ
る
こ
と
は
こ
の
種
の
地
租
の
主
要
な
る
長
所
で
あ
る
。
従
っ
て
地
主
の
補
償
の
た
め
に
認
め
ら

れ
る
期
問
は
そ
の
目
的
の
た
め
に
必
要
と
す
る
以
上
の
限
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
あ
ま
り
に
そ
の
利
益
を
得
る
こ
と
が
遠

く
て
は
こ
の
注
意
を
惹
く
こ
と
は
弱
ま
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
の
期
限
は
短
か
す
ぎ
る
よ
り
長
す
ぎ
る
方

が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
主
権
者
が
如
何
に
喚
起
せ
ら
れ
て
も
地
主
の
注
意
が
少
し
で
も
減
退
す
れ
ぼ
決
し
て
之
を
補
う
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
主
権
者
の
注
意
は
せ
い
ぜ
い
そ
の
大
部
分
の
領
土
の
耕
作
の
改
良
に
っ
い
て
の
極
め
て
一
般
的
に
し
て
漢
然

と
し
た
考
慮
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
地
主
の
注
意
は
そ
の
所
有
地
の
す
み
ず
み
ま
で
最
も
有
利
に
使
い
得
る
か
に
っ
い
て
の

個
別
的
に
し
て
細
密
な
る
考
慮
で
あ
る
。
主
権
者
の
主
た
る
注
意
は
そ
の
な
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
地
主
、
農
業
者
双
方

の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
が
そ
の
主
た
る
注
意
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
て
之
等
の
両
者
に
対
し
て
之
等
両
者
の
方
法
に

お
い
て
、
そ
の
判
断
に
お
い
て
そ
の
利
益
を
追
求
さ
せ
な
け
れ
ぼ
た
ら
な
い
。
又
こ
れ
等
両
者
に
対
し
て
之
等
白
身
の
勤
労
の
報
酬

を
充
分
に
享
受
し
得
る
如
く
最
も
完
全
な
る
保
障
を
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
又
国
内
の
各
地
を
通
じ
て
水
陸
両
路
の
最
も
安
全

た
る
交
通
を
確
立
し
そ
の
す
べ
て
の
生
産
物
に
対
し
て
最
も
高
汎
な
る
市
場
を
こ
の
両
者
に
提
供
し
そ
う
し
て
他
の
誇
君
主
の
領
土

に
対
し
て
そ
の
輸
出
に
っ
き
で
き
得
る
眼
り
無
限
の
白
由
を
与
え
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
行
政

制
度
に
よ
っ
て
こ
の
種
の
租
税
が
土
地
の
改
良
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
む
し
ろ
之
と
は
反
対
に
之
を
促
進
す
る
よ
う
に
運
営
せ
ら
れ

る
な
ら
ぼ
こ
の
種
の
租
税
は
地
主
に
と
っ
て
租
税
を
納
め
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
と
い
う
不
便
を
除
い
て
は
何
等
か
の
不
便
を
か
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
そ
う
し
て
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
「
杜
会
状
態
が
如
呵
に
変
化
し
よ
う
と
も
、
農
業
が

如
何
に
進
歩
し
て
も
又
衰
退
し
て
も
、
銀
の
伽
値
が
如
何
に
変
っ
て
も
、
貨
幣
の
品
位
が
如
何
に
変
っ
て
も
こ
の
種
の
租
税
は
〔
ら

　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
　
Ｄ
・
リ
ヵ
ア
ド
オ
　
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
お
げ
る
租
税
理
論
の
殴
開
皿
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
（
四
六
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
五
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
（
四
六
六
）

何
等
政
府
の
注
意
を
借
り
る
こ
と
な
く
事
物
の
現
実
の
状
能
だ
容
場
に
適
合
し
、
こ
れ
等
そ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
な
か
に
あ
っ

て
常
に
等
し
く
正
当
ｃ
あ
り
公
平
で
あ
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
種
の
租
税
は
常
に
一
定
の
評
価
額
に
よ
っ
て
徴
収
せ
ら
れ
る
如
何

な
る
租
税
よ
り
も
永
久
不
変
の
規
則
と
し
て
即
ち
所
謂
国
家
の
基
本
法
と
し
て
側
定
す
る
の
に
最
も
適
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
そ
う
し
て
地
租
を
課
す
る
た
め
に
測
量
に
よ
っ
て
評
価
を
な
す
国
家
の
地
租
を
論
じ
て
い
る
。

「
或
因
に
お
い
て
は
賃
貸
借
契
約
の
登
記
と
い
う
筒
単
明
瞭
な
る
手
段
を
と
ら
な
い
で
そ
の
国
の
土
地
の
全
体
に
つ
い
て
現
実
に
測

量
し
評
仙
す
る
と
い
う
労
力
を
要
し
経
費
の
か
か
る
手
段
に
よ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
貸
手
と
借
手
が
国
家
の
収
入
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

ご
ま
か
す
た
め
に
１
実
際
の
契
約
条
件
を
ご
ま
か
す
で
あ
ろ
う
と
疑
は
れ
た
為
で
あ
ろ
う
。
一
Ｕ
◎
◎
昌
。
・
３
く
－
げ
Ｏ
Ｏ
斤
は
斯
く
の
如
き
種
類
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

極
め
て
精
密
な
る
測
量
の
結
果
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
論
じ
各
国
の
実
例
を
と
り
あ
げ
詳
細
な
る
検
討
を
行
な
っ
て

い
る
。
そ
う
し
て
国
家
に
よ
っ
て
は
地
租
が
教
会
の
所
有
に
か
か
る
土
地
に
対
し
て
他
の
も
の
に
よ
っ
て
所
有
せ
ら
れ
る
土
地
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

す
る
租
税
よ
り
も
重
課
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
又
反
対
に
軽
課
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
あ
る
が
こ
の
点
に
っ
い
て
の
検
討
を
行
い
次
い
て

同
家
に
よ
っ
て
は
土
地
の
貨
族
的
保
有
８
巨
二
９
冒
Ｑ
に
よ
っ
て
所
有
せ
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
地
租
と
土
地
の
平
民
的
保
有
訂
・
っ
¢

試
昌
屋
　
に
よ
っ
て
所
有
せ
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
地
租
と
の
閉
に
差
別
課
税
を
行
な
う
と
こ
ろ
が
あ
る
が
こ
の
点
に
っ
い
て
の
検

　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

討
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
「
全
国
的
に
行
な
わ
れ
る
土
地
の
測
最
及
び
評
仙
に
従
っ
て
賦
課
せ
ら
れ
る
地
租
は
そ
の
創
設
当
初
に
お
い
て
は

如
何
に
公
平
で
あ
っ
て
も
概
め
て
畑
期
の
時
”
の
経
過
に
よ
っ
て
不
公
平
に
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
不
公
平
を
さ

け
る
た
め
に
は
そ
の
旧
に
お
け
る
各
租
の
す
べ
て
の
畏
場
に
っ
い
て
そ
の
状
態
及
び
火
庇
物
の
す
べ
て
の
変
化
に
対
し
て
政
府
は
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

続
的
に
そ
う
し
て
困
嫌
な
る
剛
廠
が
必
要
で
あ
る
」
と
論
じ
そ
の
理
火
の
例
証
と
と
も
に
斯
く
の
如
き
政
府
の
配
癒
と
い
う
こ
と
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

政
府
と
い
う
も
の
の
本
質
的
な
る
も
の
か
ら
考
え
る
と
適
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
宰
｛
～
昌
ｃ
ｏ
昌
ま
Ｆ
ミ
き
き
Ｐ
べ
ｏ
ｏ
ト

　
　
（
２
）
ト
茅
旨
ｏ
。
昌
享
ニ
ミ
§
一
事
轟
仁
轟
岬
．

　
　
（
３
）
　
声
茅
昌
ｃ
つ
昌
饒
Ｆ
ミ
き
き
ｏ
Ｐ
べ
ｏ
ｏ
甲
べ
ｏ
．
Ｑ
．

　
　
（
４
）
　
又
は
　
Ｏ
ｏ
昌
窃
茅
｝
雰
ｏ
斤
　
一
Ｕ
』
・
　
と
略
す
。
中
世
イ
ギ
リ
ス
の
土
地
台
帳
に
し
て
、
　
一
〇
八
五
年
－
一
〇
八
六
年
ウ
イ
リ
ア
ム
一
世

　
　
　
オ
自
庁
昌
Ｈ
の
命
令
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
英
国
全
土
に
亘
る
最
初
の
土
地
大
調
査
の
記
録
で
あ
る
。

　
　
（
５
）
ト
註
旨
ｃ
つ
昌
妻
二
§
§
一
り
．
轟
９

　
　
（
６
）
　
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
の
古
い
領
土
に
お
い
て
は
地
租
は
実
際
の
測
量
と
評
価
に
基
い
て
賦
課
せ
ら
れ
、
そ
れ
は
時
々
に
お
い
て
再
評
価
と

　
　
　
改
訂
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
〔
く
０
昌
Ｏ
庁
窃
Ｏ
旨
８
昌
彗
二
Ｕ
８
ヰ
Ｏ
。
一
序
Ｏ
．
ａ
昌
Ｏ
」
．
Ｐ
■
卜
Ｈ
旨
一
Ｈ
Ｈ
９
釦
Ｏ
・
〕
そ
う
し
て
世
俗
の
所
有
者
は
こ

　
　
　
の
評
価
に
従
っ
て
そ
の
収
入
の
二
〇
バ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
五
パ
ー
セ
ソ
ト
を
支
払
い
聖
職
者
は
四
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
か
ら
四
五
パ
ｉ
セ
ソ
ト
を
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
１
ｖ

　
　
　
払
う
こ
と
に
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
（
＞
ま
旨
Ｃ
っ
昌
ヰ
Ｆ
ミ
き
き
Ｏ
・
べ
Ｏ
◎
０
）
「
シ
レ
ジ
ァ
の
測
量
及
び
評
価
は
塊
在
の
因
王
の
命
令
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
２
ｖ

　
　
　
て
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
極
め
て
精
密
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
司
教
に
属
す
る
土
地
は
こ
の
評
価
に
も
と
づ
い

　
　
　
て
そ
の
地
代
の
二
五
パ
ー
セ
ソ
ト
の
租
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
両
派
の
宗
教
の
聖
職
老
の
そ
の
他
の
収
入
に
は
五
〇
バ
ー
セ
ン
ト
の
租
税
が

　
　
　
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
チ
ュ
ー
ト
ソ
派
崎
士
団
及
び
マ
ル
タ
騎
士
団
の
領
地
で
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
貴
族
的
保
有
権
旨
匡
二
ｇ
膏
ｏ
に
よ
っ
て

　
　
　
保
有
せ
ら
れ
て
い
る
土
地
に
は
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
三
分
ノ
一
、
平
民
的
保
有
権
げ
轟
ｏ
け
彗
…
ｏ
に
よ
っ
て
保
有
せ
ら
れ
て
い
る
土
地
に
は
三
五

　
　
　
パ
ー
セ
ソ
ト
三
分
ノ
一
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
」
〔
竃
¢
昌
Ｏ
キ
窃
Ｏ
昌
８
昌
”
巨
－
窃
一
｝
◎
－
亘
俸
Ｏ
・
け
Ｏ
旨
Ｏ
」
・
Ｏ
り
・
Ｈ
弓
ｌ
Ｈ
岩
・
〕
（
声
夢
昌
・
○
っ
昌
さ
Ｆ

　
　
　
き
ミ
～
§
一
や
べ
ｏ
ｏ
ｏ
）

　
　
　
〈
１
ｖ
　
こ
こ
に
現
在
の
同
王
と
は
勺
ユ
＆
ユ
｝
自
　
で
あ
る
。
（
大
内
兵
衛
沢
「
同
宮
諭
」
岬
　
二
九
五
頁
に
よ
る
）

　
　
　
〈
２
ｖ
　
原
典
に
は
団
昌
ｏ
ｏ
げ
考
と
な
っ
て
い
る
。
団
鳥
己
り
げ
自
　
ポ
ー
ラ
ソ
ド
肩
は
オ
Ｈ
８
Ｈ
ｇ
Ｄ
考
で
あ
る
。

　
　
　
「
ボ
ヘ
ミ
ア
の
測
姓
及
び
評
価
は
百
年
以
上
も
か
か
っ
た
仕
箏
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
七
四
八
年
の
理
在
の
女
帝
の
命
令
に
よ

　
　
　
る
平
和
の
同
復
の
後
に
至
っ
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
〔
竃
０
冒
○
ユ
霧
８
昌
胃
墨
暮
－
窃
一
｝
Ｏ
－
亘
序
Ｏ
・
８
旨
Ｏ
」
・
り
・
Ｏ
．
Ｃ
Ｏ
・
Ｏ
Ｏ
』
・
～
づ
ｑ

　
　
　
お
〕
ミ
ラ
ノ
公
岡
｛
９
ｏ
｝
｛
の
測
最
は
チ
ャ
ー
ル
ス
六
世
Ｏ
訂
ユ
窃
≦
の
時
に
前
手
せ
ら
れ
一
七
六
〇
年
を
す
ぎ
て
よ
う
や
く
完
戊
し
た
の

　
　
　
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
行
わ
れ
た
測
最
の
な
か
で
岐
も
精
密
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
サ
ヴ
ォ
イ
及
び
ピ
ー
ド
モ
ソ
ト
の
測
量
は

Ａ
・
ス
ミ
ス
　
Ｄ
．

リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ
・
Ｓ
二
・
・
ル
に
お
げ
る
租
税
理
諭
の
腿
開

皿
（
箕
浦
）

一
〇
九
（
四
六
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
五
巻
・
第
三
号
）

一
〇
（
四
六
八
）

　
先
の
サ
ル
デ
ィ
ニ
ァ
国
王
の
命
令
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
」
〔
く
の
昌
◎
ユ
霧
Ｏ
旨
ｏ
胃
量
巨
Ｈ
窪
Ｏ
ｏ
『
◎
－
亘
俸
ｏ
．
ａ
昌
¢
．
｛
．

ｂ
』
・
。
○
雪
．
券
◎
り
』
・
。
“
寒
．
８
・
。
５
（
声
３
旨
Ｃ
つ
邑
芦
ミ
～
§
一
〇
．
べ
・
。
９
）

（
７
）
　
「
プ
ロ
ィ
セ
ン
国
王
の
領
土
に
お
い
て
は
教
会
の
所
有
の
土
地
の
収
入
に
は
世
俗
の
所
有
の
土
地
の
収
入
に
対
す
る
よ
り
も
逢
か
に
租
税

　
が
重
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
教
会
の
収
入
は
そ
の
大
部
分
が
地
代
に
か
け
ら
れ
た
一
種
の
負
担
で
あ
る
。
そ
の
収
入
の
一
部
が
土
地
の
改
良
に
向

　
げ
ら
れ
る
こ
と
即
ち
何
等
か
の
意
味
で
国
民
の
大
多
数
の
収
入
を
増
大
す
る
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
従
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
の

　
皇
帝
は
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
教
会
の
収
入
が
国
家
の
危
急
を
救
う
た
め
に
ほ
か
の
も
の
よ
り
か
な
り
多
く
の
貢
献
を
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と

　
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
の
或
国
に
お
い
て
は
教
会
の
土
地
は
あ
ら
ゆ
る
租
税
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
或
は
又
他
の
国
に
お
い
て
は
他
の

　
土
地
よ
り
も
軽
い
租
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
ミ
ラ
ノ
公
国
に
お
い
て
は
一
五
七
五
年
以
前
か
ら
教
会
が
所
有
し
て
い
た
土
地
に
つ
い
て
は
そ

　
の
価
値
の
三
分
ノ
一
の
み
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
」
〔
く
¢
旨
◎
ユ
轟
二
◎
昌
．
－
二
り
』
Ｃ
。
ど
（
声
｛
～
昌
Ｃ
０
昌
岸
戸
ミ
き
§
暑
・
べ
Ｏ
◎
０
ぺ
Ｏ
◎
べ
）

（
８
）
　
シ
レ
ジ
ァ
に
お
い
て
は
貴
族
的
保
有
に
よ
っ
て
保
有
し
て
い
る
土
地
に
っ
い
て
は
平
民
的
保
有
に
よ
っ
て
保
有
す
る
土
地
よ
り
も
三
パ
ー

　
セ
ン
ト
租
税
が
重
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
貴
族
的
保
有
は
そ
れ
に
附
属
す
る
各
種
の
名
誉
と
特
権
と
は
租
税
を
多
少
重
課
し
て
も
そ
の
所
有
者
に

　
対
す
る
充
分
な
る
償
い
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
又
同
時
に
平
民
的
保
有
は
そ
の
屈
辱
的
劣
等
の
地
位
は
貴
族
的
保
有
よ
り
も
多
少
軽
く
租
税
を
課

　
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
或
程
度
緩
和
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
王
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
の
諾
国
に
お
い
て
は
そ

　
の
租
税
捌
度
は
こ
の
不
公
平
の
緩
和
と
い
う
こ
と
よ
り
む
し
ろ
こ
の
不
公
平
を
蛸
加
さ
せ
て
い
る
。
サ
ル
デ
ィ
ニ
ァ
国
王
の
領
土
及
び
フ
ラ
ン

　
ス
の
所
謂
不
動
産
Ｈ
＄
Ｈ
冒
肩
＆
邑
人
頭
税
訂
自
ｏ
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
諾
州
に
お
い
て
は
租
税
は
す
べ
て
平
民
的
保
有
に
よ
っ
．
て
所
有
さ
れ

　
て
い
る
土
地
の
久
担
で
あ
る
。
そ
う
し
て
貴
族
的
保
有
に
よ
っ
て
所
有
せ
れ
て
い
る
土
地
に
対
し
て
は
租
税
は
免
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
（
声
３
旨
ｃ
ｏ
昌
饒
戸
ミ
き
き
ｐ
べ
ｏ
。
べ
）

（
９
）
ま
～
昌
ｃ
。
昌
享
ニ
ミ
§
一
り
．
べ
・
。
べ
．

（
１
０
）
　
「
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ボ
ヘ
ミ
ア
、
サ
ル
デ
ィ
ニ
ア
及
び
ミ
ラ
ノ
公
困
の
政
府
は
こ
の
概
の
祀
廠
が
挑
実
に
行
わ
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
斯

　
く
の
如
き
配
慮
は
政
府
と
い
う
も
の
の
件
孤
に
は
板
め
て
不
適
当
に
し
て
永
続
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
永
続
す
る
も
の
と
し
て
も
結
＾

　
は
納
税
者
に
も
た
ら
す
救
済
よ
り
も
は
る
か
に
大
な
る
迷
惑
と
苦
病
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
モ
ン
ト
ー
バ
ン
く
昌
訂
岸
罫
目
の
ヂ
ェ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
〈
１
ｖ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
２
〉

　
ラ
リ
テ
ィ
ｏ
ｑ
ｏ
烏
轟
－
－
ｑ
に
は
不
鋤
陸
内
竃
Ｈ
冒
冒
＆
－
巴
人
以
税
訂
自
ｏ
が
賦
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
測
几
皿
と
詐
伽
は
枢
め
て
正
確

　
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
〔
く
Ｏ
昌
◎
寸
窃
８
暮
Ｏ
旨
”
巨
－
窃
Ｕ
昌
－
疵
俸
Ｏ
．
３
冒
Ｏ
Ｆ
Ｐ
Ｈ
Ｏ
Ｏ
Ｐ
序
Ｏ
．
り
Ｐ
崖
甲
Ｈ
ミ
〕
然
る
に



一
七
二
七
年
に
な
っ
て
は
極
め
て
不
公
平
な
る
租
税
と
な
っ
た
。
従
っ
て
政
府
は
こ
の
不
公
平
を
是
正
す
る
た
め
に
最
も
善
い
方
法
で
あ
る
と

考
え
て
全
ヂ
ェ
ネ
ラ
リ
テ
イ
に
対
し
て
十
二
万
リ
ー
ヴ
ル
の
附
加
税
邑
ｑ
Ｅ
ｏ
量
Ｈ
訂
＊
を
課
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
附
加
税
は
旧
来

の
査
定
に
基
き
人
頭
税
の
課
せ
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
各
地
区
に
っ
い
て
賦
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
古
い
査
定
の
た
め

に
現
状
に
お
い
て
は
軽
い
課
税
と
な
っ
た
地
区
に
の
み
賦
課
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
同
じ
賦
課
に
ょ
っ
て
課
税
し
す
ぎ
て
い
る
地
区
の

救
済
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ぼ
二
っ
の
地
区
が
あ
り
、
そ
の
事
物
の
現
状
に
お
い
て
は
九
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
の
課
税
が
行
わ
れ
る
べ
き

地
区
と
一
、
　
一
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
の
課
税
が
行
わ
れ
る
べ
ぎ
地
区
と
に
旧
査
定
に
よ
っ
て
一
、
○
○
○
リ
ー
ヴ
ル
の
課
税
が
行
わ
れ
、
こ
の
両
地

区
と
も
附
加
税
に
よ
り
各
一
、
　
一
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
が
賦
課
せ
ら
れ
る
。
然
し
こ
の
附
加
税
は
負
担
の
軽
す
ぎ
る
地
区
か
ら
の
み
徴
収
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
全
部
負
担
の
重
過
ぎ
る
地
区
の
救
済
に
使
用
せ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
負
担
の
重
過
ぎ
る
地
区
は
九
〇
〇
リ
ー
ヴ

ル
し
か
払
わ
な
い
の
で
あ
る
。
政
府
は
こ
の
附
加
税
に
よ
っ
て
得
す
る
と
こ
ろ
も
損
す
る
と
こ
ろ
も
な
く
附
加
税
は
全
く
古
い
賦
課
に
よ
り
て

生
ず
る
不
公
平
を
緩
和
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
適
用
は
ヂ
ヱ
ネ
ラ
リ
テ
イ
ｏ
ｑ
彗
胃
註
耳
の
監
督
官
の
自
由
裁
量
に
よ
っ
て

規
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
従
っ
て
大
な
る
程
度
の
専
断
的
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
声
３
昌
Ｃ
り
旨
さ
７
ミ
き
§
君
．
べ
Ｏ
。
べ
ー
べ
Ｏ
．
Ｏ
。
）

〈
１
〉
　
財
務
又
は
そ
の
監
督
官
の
長
官
ｏ
ｑ
似
ま
量
Ｈ
と
い
わ
れ
て
い
る
官
吏
の
管
理
下
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
財
務
行
政
地
域
を
い
う
。
　
大

　
内
兵
衛
訳
「
国
富
論
」
四
二
九
九
頁
及
び
水
田
洋
訳
ミ
ス
ス
「
国
富
論
」
〈
下
ｖ
世
界
の
大
思
想
１
５
二
四
九
頁
は
い
ず
れ
も
「
徴
税
区
」

　
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

〈
２
ｖ
　
〔
竃
オ
ｏ
ユ
暮
¢
｛
、
訂
旨
ｏ
、
｝
胃
ｏ
”
目
ｐ
ｏ
ｏ
ｑ
－
ぎ
窃
－
ｏ
ミ
胃
｛
◎
オ
■
ぎ
ｏ
ｐ
ｏ
〇
一
Ｎ
ｌ
岬
．
〕
（
声
ｑ
～
旨
ｏ
ｏ
旨
岸
Ｆ
き
ミ
～
§
一
Ｐ
べ
ｏ
ｏ
べ
）

六

　
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
「
十
分
の
一
税
そ
の
他
す
べ
て
こ
の
種
の
地
租
は
外
見
は
極
め
て
公
平
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
質
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

極
め
て
不
公
平
な
る
租
税
で
あ
る
」
と
い
う
。
即
ち
十
分
ノ
一
税
は
土
地
の
生
産
物
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
で
あ
り
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
～
　
　
　
　
　
　
　
一
３
一

は
そ
の
実
質
は
地
代
税
で
あ
る
と
な
す
の
で
あ
る
。
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
一
般
に
土
地
の
生
産
物
に
比
例
し
て
課
せ
ら
れ
る
租
税
は
不
公

平
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
従
え
ぼ
そ
の
課
税
に
お
い
て
そ
れ
は
総
生
産
物
の
量
の
み
を
考
慮
し
て
い
て

Ａ
・
ス
ミ
ス

Ｄ
・

リ
カ
ア
ド
オ
　
Ｊ

．
Ｓ

・
ミ
ル
に
お
げ
る
租
税
理
論
の
展
開
皿
（
箕
浦
）

（
四
六
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
策
十
五
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
（
四
七
〇
）

そ
の
経
費
或
は
投
下
資
本
と
そ
の
利
潤
を
考
慮
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
総
生
産
物
が
同
量
同
額
で
あ
っ
て
も
土
質
即
ち
土
地

の
肥
沃
の
度
合
が
異
な
る
た
め
に
そ
れ
に
必
要
な
る
資
本
が
異
な
る
と
き
は
同
一
量
の
租
税
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
不
公
平
で
あ
る

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
十
分
の
一
税
は
地
代
に
対
し
て
極
め
て
不
公
平
な
る
租
税
で
あ
る
が
そ
れ
は
又
同
じ
く
常
に
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

主
の
土
地
改
良
と
農
業
者
の
耕
作
の
双
方
に
対
し
て
大
な
る
障
害
上
な
る
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
当
時
ア
ジ
ァ
諾
国
に
お
け
る
主
た
る
因
家
収
入
は
収
獲
比
例
税
に
よ
る
収
入
で
あ
っ
た
。
Ａ
．
ス
、
、
、
ス
に
よ
れ
ぼ
「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
大
部
分
に
お
け
る
教
会
と
同
じ
く
多
く
の
ア
ジ
ァ
諸
国
に
お
い
て
は
国
家
は
主
と
し
て
一
種
の
地
租
Ｈ
昌
ｑ
．
け
買
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
地
租
は
地
代
に
課
税
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
土
地
の
生
産
物
に
比
例
し
て
課
税
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
（
５
）

る
租
税
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
て
「
ア
ジ
ァ
に
お
い
て
は
こ
の
種
の
租
税
は
主
権
者
に
土
地
の
改
良
と
耕
作
と
に
興
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

を
も
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
」
　
然
し
た
が
ら
「
教
会
の
十
分
の
一
税
に
お
い
て
は
そ
の
取
得
部
分
が
極
め
て
一
さ

く
分
割
さ
れ
て
い
る
た
め
に
そ
の
所
有
者
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
興
味
を
も
っ
も
の
は
だ
れ
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
一
教

会
区
の
牧
師
は
そ
の
特
定
の
教
区
の
生
産
物
に
対
す
る
市
場
を
拡
大
す
る
た
め
に
そ
の
国
の
遠
方
に
達
す
る
遁
路
や
遮
河
を
遣
る
こ

と
の
根
拠
を
決
し
て
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
租
税
は
国
家
の
維
持
の
た
め
に
充
て
ら
れ
る
な
ら
ぼ

或
程
度
そ
の
不
都
合
を
緩
和
す
る
に
役
立
っ
も
の
で
あ
る
。
教
会
の
維
持
の
た
め
に
充
て
ら
れ
る
と
き
は
こ
の
種
の
租
税
に
伴
な
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

も
の
は
不
都
合
以
外
に
何
物
も
な
い
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
元
来
収
獲
比
例
税
に
あ
り
て
は
収
獲
物
に
よ
る
塊
物
納
付
が
行
な
わ
れ
又
は
そ
の
代
梓
性
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
貨
幣

経
済
の
発
吸
す
る
に
伴
な
い
班
物
納
付
か
ら
貨
幣
的
納
付
に
移
行
し
て
発
展
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
今
以
て
そ

の
筏
榊
が
認
め
ら
れ
る
。
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
土
地
の
生
産
物
に
対
す
る
租
税
の
理
物
納
付
か
貨
幣
納
付
か
の
閉
魑
を
と
り
あ
げ
そ
の
倹



討
に
移
る
の
で
あ
る
。
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ぱ
「
土
地
の
生
産
物
に
対
す
る
租
税
は
現
物
ぎ
ご
邑
で
徴
収
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

し
又
一
定
の
評
価
に
従
っ
て
貨
幣
，
昌
昌
２
に
よ
っ
て
徴
収
せ
ら
れ
る
」
と
前
提
し
て
公
共
的
収
入
と
し
で
、
は
現
物
納
付
は
不
適

当
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
教
会
区
の
牧
師
は
そ
の
十
分
の
一
税
を
う
げ
と
っ
た
方
が
時
と
し
て
は
恐
ら
く
は
有
利
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

な
る
で
あ
ろ
う
。
又
自
己
の
所
有
地
で
生
活
し
て
い
る
財
産
の
少
な
い
小
地
主
ｏ
ｑ
雪
亭
旨
彗
に
と
っ
て
は
時
と
し
て
恐
ら
く
は
現
物

に
よ
っ
て
そ
の
地
代
冒
鼻
を
う
げ
と
っ
た
方
が
有
利
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
収
納
す
る
量
も
収
納
す
る
地
域
も
極
め
て
小

さ
い
の
で
牧
師
も
小
地
主
も
と
も
に
自
己
が
当
然
受
と
る
べ
き
如
何
な
る
部
分
に
っ
い
て
も
そ
れ
等
の
徴
収
と
処
分
と
を
自
己
自
ら

監
督
で
き
る
の
で
あ
る
。
首
府
に
住
ん
で
い
る
大
な
る
財
産
を
有
す
る
地
主
は
も
し
遠
隔
の
地
に
あ
る
所
有
地
の
地
代
が
此
よ
う
に

現
物
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
そ
の
地
主
の
差
配
や
代
理
人
の
怠
慢
に
よ
っ
て
大
な
る
損
害
を
う
け
又
詐
欺
に
よ
っ
て
更
に
大

な
る
損
害
を
う
げ
る
と
い
う
危
険
が
あ
る
。
租
税
徴
収
人
の
不
正
と
掠
奪
と
に
よ
る
主
権
者
の
損
失
は
更
に
必
然
的
に
大
な
る
も
の

と
な
る
。
最
も
不
注
意
な
個
人
の
使
用
人
で
も
最
も
注
意
ぶ
か
い
君
主
の
使
用
人
に
比
す
れ
ぼ
恐
ら
く
そ
れ
に
も
ま
し
て
主
人
の
監

督
を
う
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
現
物
を
以
て
支
払
わ
れ
る
公
共
的
収
入
は
徴
税
人
の
監
理
が
悪
い
た
め
大
た
る
損
失
を
蒙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

り
そ
の
た
め
に
国
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
る
租
税
の
小
部
分
し
か
納
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
Ａ
・
ス
ミ
ス
は
生
産
物
に
対
す
る
租
税
の
課
税
方
法
に
し
て
外
界
の
事
情
と
は
関
係
な
く
又
価
格
事
情
と
も
関
係
な
く
不

変
的
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
常
に
市
場
価
格
を
課
税
標
準
と
す
る
こ
と
が
あ
り
こ
の
両
者
の
比
較
検
討
に
入
る
の
で
あ
る
。
則

ち
「
貨
幣
に
よ
っ
て
徴
収
せ
ら
れ
る
土
地
の
生
産
物
に
課
せ
ら
れ
る
租
税
は
そ
の
生
産
物
の
市
場
仙
格
の
変
化
に
伴
な
っ
て
変
化
す

る
評
価
に
よ
っ
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
そ
の
生
産
物
の
固
定
的
評
価
に
よ
っ
て
課
税
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
即

ち
市
場
事
情
の
如
何
を
問
わ
ず
土
地
の
生
産
物
は
常
に
同
一
の
貨
幣
価
格
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
そ
れ
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
の
で
あ

　
　
　
Ａ
・
ス
ミ
ス
　
Ｄ
・
リ
カ
ァ
ド
オ
　
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
醍
開
皿
（
箕
浦
）
　
　
　
　
　
一
二
二
（
四
七
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
五
巻
・
第
三
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
（
四
七
二
）

る
。
生
産
物
の
市
場
価
格
の
変
化
に
伴
な
っ
て
変
化
す
る
評
価
に
従
っ
て
課
税
せ
ら
れ
る
も
の
の
収
税
高
は
単
に
土
地
の
現
実
の
生

産
物
の
量
の
変
動
に
応
じ
て
耕
作
の
改
良
と
怠
慢
と
に
応
じ
て
変
動
す
る
の
み
で
あ
る
。
土
地
の
生
産
物
に
固
定
的
評
価
に
よ
っ
て

課
税
せ
ら
れ
る
も
の
は
そ
の
租
税
の
収
税
高
は
土
地
の
生
産
物
の
変
動
に
よ
っ
て
変
動
す
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
貴
金
属
の
価
値
の

変
動
及
び
同
一
の
名
目
価
格
を
有
す
る
貨
幣
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
そ
れ
等
の
貴
金
属
の
量
の
各
時
代
に
お
げ
る
変
動
に
よ
っ
て

も
そ
れ
に
応
じ
て
変
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
土
地
の
生
産
物
の
市
場
価
格
の
変
化
に
伴
な
う
評
価
に
よ
っ
て
課
す
る
租
税
の
収
税
高

は
そ
の
土
地
の
現
実
の
生
産
量
の
価
値
に
対
し
て
常
に
一
定
の
比
率
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
土
地
の
生
産
物
に
対
す
る
固

定
的
評
価
に
よ
っ
て
課
す
る
租
税
の
収
税
高
は
異
な
る
時
代
に
お
い
て
は
そ
の
価
値
に
対
し
て
極
め
て
異
な
っ
た
比
率
を
保
っ
も
の

　
　
（
ｕ
）

で
あ
る
」
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
土
地
の
生
産
物
に
対
す
る
租
税
に
し
て
本
質
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
租
税
の
如
く

一
定
の
貨
幣
が
そ
の
補
償
と
し
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
効
果
に
っ
い
て
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
Ａ

・
ス
ミ
ス
は
「
も
し
土
地
の
生
産
物
の
一
定
部
分
或
い
は
そ
の
一
定
部
分
の
価
格
の
代
り
に
一
定
額
の
貨
幣
が
す
べ
て
の
租
税
又
は

十
分
の
一
税
の
完
全
た
る
代
償
と
し
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ぼ
そ
れ
は
こ
の
租
税
が
イ
ギ
リ
ス
の
地
租
一
彗
宝
翼
と
そ
の
性
質

が
同
じ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
土
地
の
地
代
の
変
動
に
従
っ
て
増
減
し
な
い
の
で
あ
る
。
又
そ
れ
は
改
良
を
促
進
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

こ
と
も
な
い
し
又
そ
れ
を
阻
害
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
　
他
の
す
べ
て
の
十
分
の
一
税
を
支
払
う
代
り
に
モ
ー
ダ
ス
昌
ｏ
ｑ
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
納
付
す
る
多
く
の
教
会
区
の
十
分
の
一
税
は
こ
の
種
の
租
税
で
あ
る
」
と
な
す
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
＞
ｑ
與
昌
○
つ
昌
岸
Ｆ
き
ミ
～
§
一
や
べ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
．

　
（
２
）
　
鳥
鼻
夕
＾
鳥
教
授
は
「
レ
ン
ト
と
い
う
“
．
］
葉
は
、
費
本
、
土
地
、
家
給
な
ど
一
般
に
肘
帳
か
ら
生
ず
る
収
入
を
桁
し
、
賃
料
と
訳
す
の
が

　
　
よ
い
二
そ
れ
で
資
本
の
レ
ン
ト
は
利
子
で
あ
り
、
土
地
の
レ
ン
ト
は
地
代
で
あ
り
、
家
県
の
レ
ン
ト
は
家
賃
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
　
（
高

　
　
風
善
破
薪
原
典
解
説
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
－
政
策
篇
－
一
五
六
頁
－
一
五
七
頁
　
高
島
善
披
編
集
ス
、
・
・
ス
「
國
宙
論
講
義
」
５
三
八
頁
）



（
３
）
声
註
旨
ｃ
。
昌
豪
ニ
ミ
§
一
Ｐ
轟
・
。
．

（
４
）
ト
３
旨
ｃ
つ
昌
豪
二
§
§
一
〇
．
轟
り
．

　
「
そ
の
経
費
の
一
部
分
を
も
出
さ
な
い
教
会
が
そ
の
利
益
の
極
め
て
大
な
る
分
配
に
与
づ
か
る
と
き
は
地
主
は
最
も
重
要
で
あ
る
が
概
し
て
極

　
め
て
多
額
の
経
費
の
か
か
る
改
良
を
敢
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
農
業
者
は
最
も
価
値
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
概
し
て
極
め
て
経
費
の
か
か

　
る
作
物
の
栽
培
を
敢
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
十
分
の
一
税
に
よ
っ
て
茜
の
栽
培
が
久
し
き
問
オ
ラ
ン
ダ
Ｏ
目
岸
＆
勺
；
＜
巨
Ｏ
窪

　
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
長
老
教
会
の
諸
国
君
霧
Ｈ
首
胃
げ
■
ｏ
ｇ
算
ユ
ｏ
ｏ
・
で
あ
る
の
で
そ
の
た
め
に
こ
の
破
壌
的
な
る
租
税
を
免
れ

　
て
い
た
の
で
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
他
の
部
分
に
対
し
て
こ
の
有
用
た
る
染
料
に
対
し
て
一
種
の
独
占
を
享
受
し
た
の
で
あ
る
。
近
頃
イ
ギ
リ
ス
に
こ

　
の
械
物
の
栽
培
を
導
入
す
る
企
て
は
茜
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
十
分
の
一
税
の
代
り
に
一
エ
ー
カ
ー
当
り
五
シ
リ
ン
グ
を
受
坂
る
よ
う
に

　
法
律
が
制
定
さ
れ
た
結
果
で
よ
う
や
く
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
〔
○
。
Ｈ
０
８
・
－
Ｏ
．
Ｈ
ド
８
巨
巨
■
Ｏ
ｑ
げ
｝
仰
○
０
９
昌
一
〇
・
Ｈ
Ｃ
。
・
〕
（
声
３
旨

　
○
つ
昌
｝
斤
嚢
皆
き
ｏ
．
べ
ｏ
．
ｏ
）

（
５
）
≠
註
昌
○
ｏ
邑
旨
嚢
～
§
一
勺
．
轟
り
．

　
「
支
那
に
お
い
て
は
主
権
者
の
主
要
な
る
収
入
は
そ
の
帝
国
の
す
べ
て
の
土
地
か
ら
あ
が
る
生
産
物
の
十
分
の
一
か
ら
な
っ
て
い
る
。
然
し
こ

　
の
十
分
の
一
は
板
め
て
控
ヘ
ロ
に
箪
定
さ
れ
て
い
て
従
っ
て
多
く
の
州
で
は
竹
通
生
産
物
の
三
十
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
わ
れ
て

　
い
る
。
ベ
ン
ガ
ル
岡
が
イ
ギ
リ
ス
の
東
印
度
会
杜
向
掃
豪
｝
向
轟
け
Ｈ
邑
む
８
昌
り
”
目
＜
の
手
中
に
お
ち
る
ま
で
そ
の
岡
の
マ
ホ
メ
ッ
ト
政
府

　
に
支
払
わ
れ
て
き
た
地
租
－
彗
甲
訂
〆
又
は
地
代
Ｈ
彗
ｑ
－
冨
巨
は
生
産
物
の
約
五
分
の
一
に
達
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
市
代

　
エ
ジ
ブ
ト
の
地
租
も
同
じ
く
五
分
の
一
に
達
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
」
〔
○
彗
窃
涼
巴
く
ド
墨
．
〕
（
声
ま
旨
○
っ
昌
饒
Ｆ
§
き
§
ら
．
べ
Ｏ
．
Ｏ
．
）

（
６
）
宰
３
昌
ｃ
つ
昌
享
一
ミ
§
ら
．
べ
・
。
り
．
優
げ
ｏ
く
¢
ら
．
震
べ
．
〕

　
「
支
那
の
主
株
者
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
孜
府
下
に
あ
っ
た
ベ
ソ
ガ
ル
の
主
権
者
、
そ
う
し
て
古
代
エ
ジ
ブ
ト
の
主
権
訴
は
土
地
の
生
産
物
の
す
べ
て

　
の
部
分
に
そ
の
領
土
が
提
供
し
得
る
か
ぎ
り
の
広
汎
な
る
市
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
数
量
と
仙
他
を
で
き
る
眼
り
大
な
ら
し
む
る

　
た
め
に
良
い
道
路
及
び
航
行
し
得
る
迦
河
を
逃
る
こ
と
に
非
常
に
意
を
江
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
」
　
（
＞
３
昌
Ｃ
っ
昌
－
亭
一
ミ
き
さ
　
Ｏ
Ｐ
べ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

－
お
○
．
）

（
７
）
ト
夢
暮
ｃ
つ
昌
亭
ニ
ミ
§
一
り
．
お
○
．

（
８
）
↓
翼
窃
毛
昌
亭
ｏ
肩
ｏ
旨
ｏ
ｏ
〇
二
彗
ｐ
旨
茗
げ
二
撃
一
貴
〇
一
ま
の
二
目
ご
己
一
◎
グ
碧
８
邑
一
長
ａ
～
８
尋
ぎ
≦
ご
き
ｏ
目
一
巨

Ａ
・
ス
ミ
ス

Ｄ
・

リ
カ
ア
ド
オ
Ｊ

・
Ｓ

・
ミ
ル
に
お
け
る
租
税
理
論
の
肚
閉
皿
（
貰
浦
）

一
五
（
四
七
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
五
巻
・
策
三
号
）

一
六
（
四
七
四
）

　
昌
昌
２
．
（
声
３
Ｂ
ｃ
つ
旨
三
ポ
ミ
き
き
ｐ
べ
８
）
大
内
教
授
は
「
土
地
の
生
琵
物
の
規
は
、
實
物
で
徴
牧
し
て
も
よ
く
、
ま
た
一
定
の
評
優
に

　
従
っ
て
、
貨
幣
で
徴
牧
し
て
も
よ
い
。
」
（
大
内
兵
衛
講
「
國
富
論
」
四
　
三
〇
五
頁
）
と
翻
沢
さ
れ
て
い
る
。
水
旧
教
授
は
「
土
地
の
牛
座
物

　
に
た
い
す
る
税
は
、
現
物
で
か
、
あ
る
い
は
一
定
の
評
価
に
し
た
が
っ
て
貨
幣
で
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
う
る
。
」
（
水
田
洋

　
訳
　
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
〈
下
ｖ
１
世
界
の
大
思
想
－
１
５
　
三
五
一
頁
）
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
　
歴
史
的
に
は
年
問
の
収
入
四
〇
シ
リ
ソ
グ
を
有
す
る
土
地
を
私
有
し
又
は
或
種
の
特
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
者
を
巻
◎
旨
彗
と
称
し
こ

　
れ
以
上
の
人
を
胴
彗
自
ｏ
昌
～
■
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
又
貴
族
に
非
ず
し
て
家
紋
の
使
用
を
認
め
ら
れ
た
る
者
を
い
う
こ
と
が
あ
る
。

（
１
０
）
　
声
註
旨
ｃ
つ
暮
岸
Ｆ
ミ
き
き
Ｐ
べ
ｏ
◎
．

　
「
支
那
に
お
け
る
公
共
的
収
入
の
一
部
分
は
こ
の
よ
う
な
方
法
で
支
払
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
支
那
の
官
吏
昌
彗
ｏ
胃
ぎ
そ

　
の
他
の
収
税
人
は
租
税
の
支
払
方
法
を
貨
幣
に
改
め
る
よ
り
は
悪
用
の
お
そ
れ
多
き
こ
の
慣
行
を
統
げ
る
方
が
う
た
が
い
な
く
〔
己
に
有
利
で

　
あ
る
と
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
声
ｑ
Ｐ
冒
Ｃ
０
旨
巨
７
き
ミ
～
§
一
Ｐ
べ
Ｏ
Ｏ
）

（
ｕ
）
　
声
ｑ
｝
昌
Ｃ
０
昌
饒
Ｆ
き
ミ
き
§
一
り
Ｏ
．
轟
◎
１
語
Ｈ
．

（
１
２
）
　
昌
ａ
易
は
収
獲
比
例
税
の
代
替
性
を
い
う
の
で
あ
っ
て
現
物
納
付
の
原
則
の
た
て
ま
え
を
と
る
租
税
に
し
て
そ
の
租
税
額
を
貨
幣
を
以
て

　
納
付
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
大
内
教
授
は
之
を
「
金
納
十
分
の
一
税
」
と
意
訳
さ
れ
（
大
内
兵
衛
双
「
岡
宙
諭
」
岬
　
三
〇
七
頁
）
又

　
水
田
教
授
は
之
を
「
代
納
金
」
と
意
訳
さ
れ
て
い
る
。
　
（
水
旧
洋
沢
　
ス
ミ
ス
「
困
宮
論
」
〈
下
ｖ
－
世
界
大
忠
愁
　
１
５
　
二
五
二
頁
）

（
乃
）
　
声
ｑ
｝
冒
乙
つ
昌
ヰ
Ｆ
ミ
き
き
ｐ
べ
り
－
．

　
「
ベ
ン
ガ
ル
が
マ
ホ
メ
ッ
ト
政
府
の
統
治
の
下
に
あ
っ
た
閉
は
生
産
物
の
五
分
の
一
を
現
物
に
よ
っ
て
支
払
う
代
り
に
非
常
に
軽
い
と
い
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
る
モ
ー
ダ
ス
が
そ
の
旧
の
各
地
区
即
ち
大
部
分
の
地
主
墨
昌
巴
己
胃
の
土
地
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
束
印
度
会
杜
　
向
轟
け
Ｈ
邑
サ

　
８
旨
り
彗
｝
に
お
け
る
使
州
人
の
あ
る
も
の
は
公
共
的
収
入
の
価
他
を
そ
の
本
来
の
も
の
に
復
旧
さ
せ
る
と
い
う
口
大
の
も
と
に
若
干
の
州
に
対

　
し
て
こ
の
モ
ー
ダ
ス
を
槻
物
納
入
に
改
正
し
た
の
で
あ
る
。
彼
作
の
竹
理
の
も
に
お
い
て
は
、
こ
の
改
巾
は
緋
作
の
肌
俳
に
な
る
こ
と
公
共
収

　
入
の
徴
収
に
お
げ
る
新
し
い
晦
力
の
乱
州
に
な
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
二
と
セ
あ
っ
て
初
め
て
束
印
疫
公
礼
が
そ
れ
を
符
理
す

　
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
得
ら
れ
た
金
額
よ
り
非
常
に
減
少
し
て
し
ま
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
束
印
岐
ヘ
ム
祉
の
使
川
人
は
恐
ら
く
こ
の
改
革
に

　
よ
っ
て
利
益
を
得
た
で
あ
ろ
う
げ
れ
ど
も
彼
等
の
主
人
と
困
と
の
れ
担
一
」
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
＞
ま
昌
．
ｃ
ｏ
昌
岸
Ｆ
ミ
き
§
ｐ
お
Ｈ
．
）

　
＊
特
に
ベ
ソ
ガ
ル
に
お
い
て
政
府
に
対
し
て
地
租
を
納
付
す
る
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
て
い
る
一
唖
の
封
碓
領
主
を
い
う
の
で
あ
る
。


