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『
租
税
貢
納
論
』
段
階
　
　
第
－
期
　
　
の
経
済
理
論

一
　
『
租
税
貢
納
論
』
へ
の
道

二
　
経
済
杜
会
と
国
家

三
統
一
原
理
と
し
て
の
価
値
理
論
の
形
成

四
　
経
済
杜
会
の
全
体
的
構
造

ｍ
　
『
租
税
貢
納
論
』
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
－
期
　
　
の
経
済
理
論

『
租
税
貢
納
論
』
へ
の
道

　
わ
れ
わ
れ
は
前
章
に
お
い
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ソ
革
命
下
、

年
前
後
に
お
け
る
ベ
テ
ィ
の
最
初
の
経
済
理
論
を
検
討
し
た
。

（
本
号
）

一
六
四
七

そ
の
要

●

稲
　
　
村

勲

点
を
結
論
的
に
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
一
、
ペ
テ
ィ
の
経
済
杜
会
は
、
杜
会
的
分
業
の
増
進
Ｈ
生
産
力
の

発
展
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
杜
会
的
富
が
「
余
剰
利
得
」
と
い
う
形
態
に

よ
っ
て
自
已
を
増
進
し
て
い
く
構
造
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
。

　
第
二
、
こ
の
よ
う
な
経
済
杜
会
を
基
盤
と
し
て
、
そ
の
上
に
そ
れ
を

育
成
し
て
ゆ
く
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
政
治
杜
会
Ｈ
国
家
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
～
そ
し
て
こ
う
し
た
立
体
的
統
一
体
を
ペ
テ
ィ
は
「
政
治

体
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
。

　
第
三
、
ペ
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
政
治
体
　
　
と
り
わ
げ
経
済
杜
会
１

１
に
つ
い
て
の
理
論
提
起
を
も
っ
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ソ
革
命
に
加
担
し
て

い
っ
た
こ
と
。

　
前
章
で
の
検
討
内
容
が
こ
の
よ
う
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
わ
れ

わ
れ
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
、
一
六
五
〇
年
代
以
後
、
そ
れ
ら
が
ど
の



よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
、
ペ
テ
ィ
の
実
践
的
、
理
論
的
諾
活

動
に
そ
く
し
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま

た
、
一
六
四
〇
年
代
の
理
論
内
容
が
”
原
像
”
と
し
て
の
位
置
を
も
ち

え
た
か
ど
う
か
を
ペ
プ
ィ
の
そ
れ
以
後
の
理
論
展
開
を
通
じ
て
検
証
し

て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ベ
テ
ィ
は
、
ニ
ハ
五
二
年
九
月
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド

派
遣
軍
の
「
軍
医
監
」
と
し
て
ア
イ
ア
ラ
ソ
ド
ヘ
渡
っ
た
。
し
か
し
彼

の
活
動
は
、
す
ぐ
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
よ
る
「
土
地
収
奪
１
１
近
代
的
植

民
地
化
計
画
」
と
い
う
、
当
時
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
の
中
心
間

題
へ
と
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
ロ
ー
ズ
リ
の
指

揮
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
の
計
画
の
基
礎
的
事
業
と
し
て
の

土
地
資
産
の
測
最
調
査
を
批
判
し
て
、
一
六
五
四
年
九
月
に
自
ら
の
測

量
方
法
を
当
局
に
提
案
し
、
一
六
五
五
年
二
月
か
ら
土
地
測
量
調
査
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
一
六
五
九
年
ア
イ
ア
ラ
ン

ド
を
追
わ
れ
る
ま
で
、
土
地
測
量
家
、
行
政
家
と
し
て
、
ク
ロ
ム
ゥ
ェ

ル
革
命
政
府
の
近
代
的
植
民
地
化
計
画
の
実
践
者
と
し
て
、
国
家
の
側

か
ら
積
極
的
な
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

何
故
ペ
テ
ィ
は
、
こ
の
去
）
に
積
極
的
に
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
ヘ
か
か
わ

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
自
身
は
の
ち
に
、
彼
が
ア
イ
ァ
ラ
ン

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
維
済
理
諭
（
巾
）
（
稲
村
）

ド
に
渡
り
、
土
地
測
量
分
配
活
動
に
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
理
由
に
つ
い

て
若
干
の
べ
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
松
川
七
郎
氏
が
『
ウ

イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
』
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
そ
の
要
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
¢
「
ペ
テ
ィ
博
十
は
、

戦
争
が
お
わ
り
に
ち
か
づ
き
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
を
規
制
し
て
再
楠
民
し
、

戦
前
の
よ
う
に
繁
栄
し
た
状
態
に
、
す
る
た
め
の
多
大
の
努
力
が
払
わ
れ

て
い
た
ニ
ハ
五
二
年
に
、
そ
こ
へ
行
く
よ
う
に
勧
告
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
は
右
の
諾
目
的
に
寄
与
す
べ
き
も
ろ
も
ろ
の
構
想
が
要
望
さ
れ

て
お
り
、
し
か
も
同
博
士
は
こ
れ
ら
の
構
想
に
。
関
連
し
て
す
で
に
多
少

と
も
世
問
に
名
声
を
博
し
て
い
た
」
。
＠
「
わ
た
し
は
（
わ
た
く
し
の
側

か
ら
い
え
ば
事
実
そ
の
と
お
り
に
た
っ
た
の
で
あ
る
が
）
、
こ
の
全
事
業
は
約

二
ヵ
年
問
に
す
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
、

わ
た
し
が
自
然
的
諸
知
識
を
射
よ
う
と
し
て
い
る
弓
の
弦
を
は
ず
し
て

お
く
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
弓
そ
の
も
の
を
折
っ
て
し
ま
う
よ
う
た
こ

と
に
は
な
る
ま
い
、
と
思
っ
た
。
　
　
、
「
わ
た
し
は
地
球
を
そ
の
最
大

の
緯
線
に
お
い
て
四
周
ち
か
く
も
す
る
ほ
ど
の
な
が
さ
の
地
表
を
測
鎖

と
磁
針
と
に
よ
っ
て
計
測
し
、
こ
れ
を
記
録
に
と
ど
め
、
し
か
も
（
あ

ら
ゆ
る
人
類
に
と
っ
て
有
用
な
）
こ
う
い
う
仕
事
を
、
　
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
を

は
じ
め
て
全
面
的
に
征
服
し
て
空
前
の
勝
利
を
お
さ
め
た
軍
隊
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
（
二
七
五
）



　
　
　
　
立
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に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
わ
た
し
が
こ
れ
だ
け
の
時
間
に
た
し
え

た
他
の
ど
の
よ
う
な
成
果
に
も
劣
ら
ぬ
名
誉
で
あ
る
と
思
っ
た
。
…

そ
の
う
え
こ
の
当
時
ロ
ー
ズ
リ
氏
が
お
こ
た
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
不

条
理
で
無
意
味
な
測
量
方
法
の
た
め
に
、
こ
の
堂
々
た
る
軍
隊
が
裏
切

ら
れ
ず
に
す
む
と
い
う
の
で
あ
れ
ぱ
、
た
お
さ
ら
名
誉
で
あ
る
と
思
っ

た
。
…
…
」
＠
、
「
わ
た
し
は
、
新
た
な
困
難
に
い
ど
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

み
ず
か
ら
の
力
量
や
知
識
を
伸
張
し
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
わ
た
し
の

力
量
や
知
識
が
、
（
鞍
型
に
は
め
ら
れ
た
革
の
よ
う
に
）
形
を
と
と
の
え
ら

れ
る
ぱ
か
り
で
は
な
く
、
大
い
に
発
展
さ
せ
ら
れ
も
す
る
は
ず
だ
、
と

思
っ
た
。
」
＠
、
「
わ
た
し
は
、
こ
の
事
業
を
つ
う
じ
て
、
わ
た
し
の
職

業
で
あ
る
実
験
を
、
人
体
か
ら
人
心
へ
、
前
者
の
運
動
か
ら
後
者
の
発

現
様
式
へ
と
拡
大
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
醸
酵
は
も
ち
ろ
ん

激
情
を
も
理
解
し
、
そ
の
結
果
、
医
学
研
究
の
中
断
が
全
然
な
か
っ
た

か
の
よ
う
に
、
創
意
に
當
む
友
人
た
ち
の
愉
快
な
伴
侶
と
し
て
と
ど
ま

り
た
い
、
と
思
っ
た
」
。

　
こ
の
よ
う
た
ベ
テ
ィ
の
表
明
を
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
が
ア
イ

ア
ラ
ソ
ド
に
渡
る
以
前
に
少
く
と
も
、
¢
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
「
土
地
収

奪
１
１
近
代
植
民
地
化
計
画
」
を
積
極
的
に
支
持
し
、
　
彼
の
実
験
的
方

法
（
ベ
ィ
コ
ン
等
か
ら
継
承
し
て
き
た
）
を
そ
の
計
画
の
中
に
実
地
に
適
用
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
（
二
七
六
）

具
体
化
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
た
彼
白
身
の
表
明
を
、
一
六
四
七
年
前
後
に
彼
が
構

想
し
て
い
た
政
治
体
　
　
と
り
わ
げ
経
済
杜
会
　
　
に
つ
い
て
の
理
論

展
開
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
ア
イ
ア
ラ

ン
ド
ヘ
の
か
か
わ
り
の
必
然
性
が
一
層
、
明
確
に
な
る
の
を
感
じ
る
。

　
経
済
杜
会
を
基
盤
と
し
た
政
治
体
へ
の
一
定
の
理
論
的
構
想
を
も
っ

て
い
た
ペ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
ア
イ
ア
ラ
ソ
ド
は
、
彼

の
構
想
を
描
い
て
ゆ
く
「
白
紙
の
キ
ャ
ン
バ
ス
」
と
し
て
、
そ
し
て
ま

た
「
土
地
収
奪
Ｈ
近
代
的
植
民
地
化
計
画
」
は
、
そ
の
実
践
化
Ｈ
検
証

で
も
あ
る
も
の
と
し
て
、
彼
の
頭
の
中
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
ペ
テ
ィ
の

ア
イ
ア
ラ
ソ
ド
に
お
け
る
土
地
測
量
家
、
行
政
官
と
し
て
の
活
動
の
意

味
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
ペ
テ
ィ
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ソ
革
命
国
家
の
側
か
ら
お
こ
な
っ
た
主
要
な

活
動
内
容
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
○
り
ア
イ
ア
ラ
ソ
ド
の
ほ
ぽ
全
島
に

わ
た
る
土
地
の
測
量
調
査
１
Ｉ
Ｕ
◎
考
箏
ｏ
ｏ
毒
く
２
、
　
似
没
収
地
の
イ
ソ
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

ラ
ソ
ド
人
新
教
徒
へ
の
分
配
、
閉
人
口
調
査
。

　
彼
は
当
初
、
土
地
の
測
量
調
査
１
１
一
Ｕ
◎
考
づ
ｃ
ｏ
膏
く
２
を
お
こ
た
っ
て

い
き
、
そ
の
過
程
で
測
量
調
査
さ
れ
た
没
収
地
の
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
人
へ



の
分
配
問
題
を
も
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
土
地
測
帖
調
査
に
っ
い
て
、
そ
の
持
っ
意
味
を
み
て
み

よ
う
。
先
述
し
た
ベ
テ
ィ
の
表
明
を
思
い
お
こ
せ
ば
、
こ
の
土
地
測
量

調
査
の
中
に
彼
の
い
う
「
実
験
」
　
　
実
験
的
方
法
　
　
が
最
大
限
に

適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
よ
り
内

容
的
に
１
み
れ
ぼ
、
土
地
測
量
調
査
で
と
ら
れ
た
方
法
は
、
す
で
に
彼
の

最
初
の
政
治
体
に
つ
い
て
の
理
論
展
開
に
お
い
て
、
政
治
体
の
諾
現
象

の
数
最
化
を
通
し
て
経
済
次
元
の
問
題
と
Ｌ
て
分
析
し
よ
う
と
し
た
方

法
の
萌
芽
を
適
用
１
１
検
証
し
、
一
層
の
整
傭
を
実
践
的
に
お
こ
な
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
実
験
」
的
方
法

Ｈ
数
量
的
分
析
方
法
に
よ
っ
て
測
量
調
査
さ
れ
た
土
地
は
、
分
配
を
通

し
て
経
済
活
動
の
次
元
へ
と
白
己
を
位
置
づ
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
そ
の
分
配
間
題
に
か
か
わ
っ
た
と
き
、
ペ
テ
ィ
の
土
地
測
最
調

査
は
重
大
な
実
践
的
、
理
論
的
問
題
を
表
面
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。　

ペ
テ
ィ
の
土
地
測
量
調
査
は
、
種
々
の
土
地
の
地
理
的
量
的
測
定
の

点
で
は
従
来
に
比
し
て
飛
躍
的
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
質
的
測
量
と
で
も
い
う
点
に
お
い
て
重
大
な
問
題
を
残
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

す
な
わ
ち
、
当
時
結
局
は
個
々
の
当
事
者
の
「
取
引
」
に
ゆ
だ
ね
ら
れ

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
諭
（
中
）
（
稲
村
）

て
し
ま
っ
て
い
た
測
量
さ
れ
た
種
々
の
土
地
の
、
　
「
白
然
的
」
た
分
配

基
準
を
い
か
に
設
定
す
る
か
と
い
う
間
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
国
家
に
よ
る
分
配
次
元
と
し
て
は
「
白
然
的
」
基
準
の
間
題
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

る
が
、
経
済
活
動
の
次
元
と
し
て
は
、
そ
れ
は
、
種
ヵ
異
な
っ
た
使
用

・
・
・
・
　
　
…
、
・
・
、
、
、
　
、
、
、
（
５
）

価
値
を
有
す
る
諾
土
地
の
価
値
を
「
均
等
化
」
し
、
最
的
に
相
互
比
較

可
能
な
も
の
と
し
て
表
現
　
　
た
に
よ
り
も
貨
幣
表
現
　
　
し
う
る
経

済
杜
会
の
統
一
原
理
Ｈ
価
値
理
論
の
間
題
で
あ
る
。
ベ
テ
ィ
は
、
こ
の

間
題
に
た
い
し
て
ア
イ
ァ
ラ
ン
ド
段
階
に
お
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ

解
答
を
出
し
え
ず
、
む
し
ろ
こ
の
段
階
で
の
実
践
が
、
彼
に
っ
き
出
し

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

た
理
論
的
課
題
と
し
て
残
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ペ
テ
ィ
の
最
初
の
（
一
六
四
七
年
前
後
の
）
政
治

体
像
に
お
け
る
国
家
（
＾
政
治
社
会
）
と
経
済
杜
会
と
の
関
係
（
育
成
と

基
盤
の
関
係
）
に
た
い
し
て
、
　
ア
イ
ァ
ラ
ン
ド
の
実
践
が
ど
の
よ
う
た

新
た
た
意
味
、
内
容
を
も
っ
た
か
と
い
う
点
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
よ

う
ｏ　

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
「
土
地
没
収
Ｈ
近
代
的
植
民
地
化
計
画
」
白
身
が

何
よ
り
も
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
お
け
る
近
代
的
土
地
所
有
の
創
設
の
た

め
の
、
国
家
に
よ
る
育
成
と
い
う
意
味
を
前
面
に
出
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
ベ
テ
ィ
は
、
そ
の
問
題
の
中
枢
を
た
す
と
こ
ろ
の
く
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
（
二
七
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
巻
．
第
二
号
）

測
量
－
分
配
Ｖ
を
指
揮
し
た
の
で
あ
る
。
ペ
テ
ィ
が
そ
の
過
程
で
、
一

六
四
七
年
前
後
に
は
い
ま
だ
そ
の
内
容
を
ほ
と
ん
ど
示
し
え
て
い
た
か

っ
た
国
家
と
経
済
杜
会
の
関
係
　
　
と
く
に
前
者
に
よ
る
後
者
の
育
成

の
経
済
次
元
に
お
け
る
内
容
　
　
を
実
践
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た

こ
と
は
、
充
分
予
想
し
う
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
理
論

的
に
整
理
さ
れ
た
内
容
を
、
わ
れ
わ
れ
は
一
六
六
〇
年
代
の
彼
の
理
論

展
開
Ｈ
『
租
税
貢
納
論
』
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
ニ
ハ
五
〇
年
代
の
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
お
け
る
実

践
が
、
一
六
四
〇
年
代
の
ベ
テ
ィ
の
最
初
の
政
治
体
に
っ
い
て
の
理
論

展
開
か
ら
ど
の
よ
う
な
問
題
関
連
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し

て
次
に
は
、
実
践
活
動
が
、
そ
れ
ま
で
も
っ
て
い
た
政
治
体
に
つ
い
て

の
理
論
内
容
に
、
ど
の
よ
う
た
新
た
な
理
論
課
題
を
投
げ
か
け
て
い
っ

た
か
を
概
見
し
て
き
た
。
ペ
テ
ィ
に
お
け
る
一
六
四
〇
年
代
と
一
六
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
ハ
　
、
　
、

○
年
代
は
、
二
言
で
い
う
な
ら
ぱ
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
下
の
理
論
が
、

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

実
践
を
必
然
化
せ
し
め
、
そ
の
実
践
が
再
び
新
た
な
理
論
課
題
を
投
げ

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
け
て
い
っ
た
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ニ
ハ
六
〇
年
代
の
理
論
課
題
解
決
段
階
の

検
討
に
入
ら
な
け
れ
ぱ
た
ら
た
い
。
　
『
租
税
貢
納
論
』
と
『
賢
者
に
は

二
言
を
も
っ
て
足
る
』
が
そ
の
対
象
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
（
二
七
八
）

　
こ
の
節
全
体
に
わ
た
っ
て
、
松
川
七
郎
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
．
ペ
テ
ィ
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
で
の
研
究
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
　
松

川
七
郎
、
前
掲
書
、
第
三
章
第
三
節
以
下
参
照
。

　
松
川
七
郎
、
前
掲
書
、
二
六
六
～
二
七
〇
ぺ
ー
ジ
参
照
。

　
松
川
七
郎
、
前
掲
書
、
三
〇
三
～
三
五
ニ
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
松
川
七
郎
、
前
掲
書
、
三
四
〇
～
三
四
一
ぺ
ー
ジ
参
照
。

　
こ
の
「
均
等
化
」
と
い
う
意
味
は
『
租
税
貢
納
論
』
で
の
「
諾
々
の

価
値
均
等
化
」
と
同
じ
内
容
を
さ
し
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
白
身
は
、

当
時
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
で
一
般
的
に
没
収
地
の
分
配
を
め
ぐ
る
土
地
の
再

評
価
の
意
味
で
使
わ
れ
は
じ
め
た
も
の
で
あ
る
。
松
川
七
郎
氏
、
前
掲

書
、
三
四
一
ぺ
ー
ジ
参
照
。

；
　
経
済
杜
会
と
国
家

　
内
乱
期
以
来
た
え
ず
存
在
し
つ
づ
け
た
財
政
的
危
機
は
、
ク
ロ
ム
ウ

ェ
ル
共
和
制
末
期
に
い
た
り
破
局
を
む
か
え
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、

み
ず
か
ら
の
追
求
す
べ
き
理
論
課
題
の
中
に
内
在
化
せ
し
め
た
と
こ
ろ

に
成
立
し
た
の
が
、
ペ
テ
ィ
の
『
租
税
貢
納
論
』
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

『
租
税
貢
納
論
』
と
い
う
近
代
租
税
制
度
に
つ
い
て
の
理
論
的
、
体
系

的
展
開
を
ベ
テ
ィ
に
可
能
に
せ
し
め
た
の
は
、
彼
が
理
論
的
展
開
の
当

初
か
ら
あ
る
べ
き
「
政
治
体
」
像
を
追
求
し
て
き
た
、
そ
の
「
政
治
体
」

　
　
と
り
わ
け
経
済
杜
会
　
　
論
を
基
礎
と
し
て
、
近
代
租
税
制
度
を



問
題
に
し
た
が
ゆ
え
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
　
『
租
税
貢
納
論
』
の
直
接
的
課
題
で
あ
る
近

代
粗
税
制
度
論
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
展
開
白
身
の
基
礎

に
あ
る
「
政
治
体
」
論
ー
と
り
わ
げ
経
済
理
論
　
　
を
解
明
し
て
ゆ

く
こ
と
こ
し
よ
う
ｏ

　
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
解
明
を
次
の
よ
う
な
順
序
で
お
こ
な
う
こ
と
に
す

る
。
¢
　
経
費
論
を
手
が
か
り
と
し
て
の
国
家
と
経
済
杜
会
の
基
本
的

関
係
の
解
明
。
　
税
源
論
を
手
が
か
り
と
し
て
の
経
済
杜
会
の
統
一

原
理
と
し
て
の
価
値
理
論
の
解
明
。
　
　
収
入
論
１
－
消
費
税
論
を
手
が

か
り
と
し
て
の
経
済
杜
会
の
全
体
的
構
造
の
塀
明
。

　
ま
ず
、
ベ
テ
ィ
が
「
政
治
体
」
の
理
論
的
解
明
を
お
こ
な
う
に
あ
た

っ
て
と
っ
て
い
る
基
本
的
視
座
に
つ
い
て
み
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

彼
は
「
序
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
　
「
私
は
、
〈
物

事
は
悪
く
処
理
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
Ｖ
と
い
う
こ
と
を
十
分
承
知

し
て
い
る
、
の
み
た
ら
ず
、
物
事
に
は
そ
れ
自
身
の
す
じ
道
と
い
う
も

の
が
あ
ろ
う
し
、
白
然
は
あ
ざ
む
か
れ
る
も
の
で
も
た
か
ろ
う
と
い
う

こ
と
を
十
分
承
知
し
て
い
る
」
（
『
租
税
貢
納
論
』
大
内
・
松
川
訳
岩
波
文
庫
、

三
四
一
ぺ
ー
ジ
、
以
下
ぺ
ー
ジ
の
み
記
す
）
。
ま
た
本
文
の
中
で
次
の
よ
う
に

い
っ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
一
般
的
に
つ
ぎ
の
こ
と
を
考
え
て
み

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
賢
明
な
医
者
は
、
白
分
た
ち
の
患

者
に
対
し
て
、
む
や
み
に
よ
け
い
た
せ
わ
を
や
く
も
の
で
な
い
と
い
う

こ
と
、
自
然
の
・
）
ご
き
に
対
し
て
は
、
お
手
も
り
の
激
烈
た
施
薬
で
対

抗
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
れ
を
観
察
し
、
そ
れ
に
し
た
が
う
も
の
で

あ
る
こ
と
こ
れ
で
あ
っ
て
、
政
治
学
や
経
済
学
に
お
い
て
も
、
右
と
同

一
〔
の
方
法
〕
が
用
い
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
」
（
一
〇
五
ぺ
ー
ジ
）
。

　
「
政
治
体
」
は
そ
の
諾
現
象
の
底
に
な
が
れ
て
い
る
「
自
然
の
法
」

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
　
「
自
然
の
法
」
に
反
す
る
よ
う
な

一
切
の
行
動
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
　
「
政
治
体
」

の
理
論
的
解
明
と
は
、
そ
の
諾
現
象
の
観
察
を
通
し
て
「
自
然
の
法
」

を
み
っ
け
出
し
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
理
論
的
構
成
を
お
こ
な
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
が
ベ
テ
ィ
の
「
政
治
体
」
に
た
い
す
る
基
本
的
視
座
で

　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
視
座
か
ら
の
考
察
の
第
一
歩
と

し
て
、
経
費
論
を
手
が
か
り
と
し
て
、
国
家
と
経
済
杜
会
と
の
関
係
の

内
容
的
検
討
に
入
っ
て
ゆ
こ
う
。

　
ベ
テ
ィ
は
「
序
」
の
中
で
、
ア
イ
ァ
ラ
ソ
ド
の
発
展
策
の
一
っ
と
の

関
連
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
国
王
の
収
入
は
、
そ
の
国
民
の

富
・
賃
料
・
お
よ
び
所
収
の
％
で
あ
る
こ
と
、
っ
ぎ
の
時
代
に
な
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
（
二
七
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
巻
・
第
二
号
）

公
共
的
経
費
は
当
地
に
お
げ
る
十
分
の
一
税
と
同
じ
ほ
ど
に
し
か
感
じ

ら
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
国
王
の
収
入
が
増
加
す
る
に
つ

れ
て
、
国
王
の
支
出
の
諸
原
因
も
比
例
的
に
滅
少
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
れ
は
二
重
に
有
利
で
あ
る
」
（
三
〇
ぺ
－
ジ
）
。

　
こ
こ
で
ペ
テ
ィ
が
「
国
王
の
収
入
」
と
い
い
「
国
民
の
富
・
賃
料
・

お
よ
び
所
収
」
と
い
っ
て
い
る
も
の
を
、
彼
は
本
文
で
は
「
国
王
の
富
」

と
「
人
民
の
富
」
と
い
う
端
的
な
表
現
で
の
べ
て
い
る
（
六
〇
ぺ
ー
ジ
）
。

そ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
以
後
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
　
「
国
王
の
富
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

「
人
民
の
富
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
た
ペ
テ
ィ
の
提
起
を
み
て
ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
、

彼
が
国
家
と
経
済
杜
会
と
の
関
係
を
、
「
国
王
の
富
」
と
「
人
民
の
富
」

と
い
う
経
済
次
元
の
関
係
に
お
い
て
基
本
的
に
お
さ
え
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
上
で
、
「
国
王
の
富
」
は
「
人
民
の
富
」

を
源
泉
と
す
る
も
の
　
　
公
共
的
経
費
と
い
う
彩
態
で
徴
収
　
　
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
以
上
の
よ
う
た
点
を
ふ
ま
え

た
上
で
、
　
「
国
王
の
富
」
と
「
人
民
の
富
」
と
の
内
的
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ペ
テ
ィ
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
　
「
っ
ぎ
の
時
代

に
な
れ
ぱ
」
「
国
王
の
収
入
の
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
国
王
の
支
出
の

諸
原
因
も
比
例
的
に
滅
少
」
し
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
コ
一
重
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
（
二
八
○
）

有
利
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
部
分
だ
げ
で
は
、
こ
の

こ
と
が
一
体
如
何
た
る
内
容
を
こ
め
て
い
わ
れ
て
い
る
の
か
は
不
明
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
公
共
的
経
費
に
つ
い
て
の
彼
の
展
開
を
あ
と
づ

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
。

　
ベ
テ
ィ
は
、
公
共
的
経
費
の
主
要
な
項
目
と
し
て
、
い
軍
事
費
、
吻

統
治
者
た
ち
の
扶
持
、
ゆ
宗
教
に
つ
い
て
の
経
費
、
↑
り
教
育
の
た
め
の

経
費
、
伺
孤
児
（
貧
民
）
の
扶
持
（
救
助
）
、
ゆ
公
道
、
航
行
し
う
る
河
川
、

水
路
、
橋
、
港
湾
そ
の
他
普
遍
的
な
福
利
お
よ
び
そ
の
関
係
事
項
の
た

め
”
経
費
、
の
六
項
目
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
個
々
の
諸
経

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

費
の
個
別
的
増
大
因
、
な
ら
び
に
く
公
共
的
経
費
↓
租
税
Ｖ
の
一
般
的

、
　
　
、
　
　
、

増
大
因
の
検
討
を
と
う
し
て
「
国
王
の
富
」
が
如
何
に
徴
収
、
支
出
さ

れ
、
い
か
た
る
性
格
を
ゆ
う
す
べ
き
か
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
個
別
的
諸
原
因
か
ら
み
て
ゆ
こ
う
。
○
ｏ
軍
事

費
戦
争
の
非
合
理
的
諸
原
因
（
君
主
の
私
的
原
因
等
）
を
排
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

可
能
な
か
ぎ
り
合
理
的
に
削
減
す
る
こ
と
。
ｏ
統
治
者
た
ち
の
扶
持

　
　
「
不
要
の
、
過
多
の
ま
た
時
代
お
く
れ
の
官
職
を
廃
止
」
し
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

王
の
個
人
支
出
も
含
め
て
「
そ
の
他
の
官
職
の
手
数
料
を
削
減
」
し
、

「
各
々
の
仕
事
に
つ
い
て
の
労
働
・
技
芸
お
よ
び
信
用
が
必
要
と
し
て

い
る
程
度
の
も
の
た
ら
し
め
る
こ
と
」
。
側
宗
教
に
つ
い
て
の
経
費

．



　
　
「
天
主
教
が
改
革
さ
れ
た
り
、
械
民
地
や
産
業
交
場
が
変
化
し
た

に
つ
れ
て
」
教
区
や
牧
師
の
「
限
界
」
が
変
化
し
な
い
と
こ
ろ
に
増
大

の
因
が
あ
る
と
し
て
、
教
区
、
人
員
の
合
理
化
を
お
こ
な
い
経
費
を
削

減
す
べ
き
こ
と
。
レ
ｏ
教
育
に
。
つ
い
て
の
経
費
　
　
「
神
学
、
法
律
お
よ

び
医
学
」
た
ど
の
分
野
の
人
々
は
削
減
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

そ
れ
ら
の
分
野
の
学
生
数
も
ま
た
節
減
し
、
　
「
自
然
の
い
っ
さ
い
の
働

き
を
発
見
で
き
る
よ
う
に
し
む
け
る
た
め
に
最
高
至
善
の
天
賦
の
才
智

あ
る
人
た
ち
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
援
助
を
あ
た
え
る
こ
と
」
（
三
九
ぺ

－
ジ
）
。
ベ
テ
ィ
は
こ
こ
ま
で
（
…
か
ら
削
ま
で
）
の
諸
経
費
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

可
能
な
か
ぎ
り
合
理
化
し
、
基
本
的
に
は
そ
の
削
減
を
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
場
合
の
合
理
化
の
基
準
と
し

て
、
間
接
的
に
で
は
あ
れ
産
業
交
場
の
増
進
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を

み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
伺
、
旧
の
経
費

に
つ
い
て
は
、
彼
は
「
こ
れ
ら
の
部
門
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
む
し

ろ
そ
の
増
額
を
勧
告
す
べ
し
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
」
（
五
四
ぺ
ー
ジ
）

と
主
張
す
る
。
す
た
わ
ち
、
伺
孤
児
（
貧
民
）
の
扶
持
（
救
助
）
の
経
費

　
　
か
れ
ら
「
貧
民
（
孤
児
）
」
を
救
助
す
る
こ
と
は
、
労
働
力
を
養
成

す
る
こ
と
で
あ
る
と
と
ら
え
、
積
極
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
。
そ
し
て
労
働
可
能
に
な
っ
た
「
赤
貧
の
人
た
ち
」
に
っ
い
て

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

は
、
そ
の
人
た
ち
を
二
定
の
、
継
続
的
汰
職
」
に
っ
か
せ
て
お
く
こ

と
、
そ
う
す
れ
ぼ
「
必
要
が
お
こ
っ
た
さ
い
、
か
れ
ら
の
肉
体
を
一
屑

有
利
な
労
働
の
苦
痛
に
た
え
さ
せ
る
も
の
」
と
な
る
か
ら
と
す
る
。
旧

公
道
そ
の
他
普
遍
的
な
福
利
お
よ
び
そ
の
関
係
事
項
の
た
め
の
経
費
。

　
　
伺
に
お
い
て
養
成
さ
れ
た
労
働
カ
は
次
の
よ
う
な
仕
事
に
積
極
的

に
投
入
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
　
「
¢
こ
の
国
に
不
足
し
て
い
る
事
業
、
　

労
働
を
要
す
る
こ
と
多
く
、
そ
し
て
技
術
を
要
す
る
こ
と
す
く
な
い
事

業
、
　
わ
れ
わ
れ
が
ほ
と
ん
ど
全
く
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
織
物
業
の

よ
う
な
新
し
い
産
業
を
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
に
導
入
す
る
事
業
」
（
五
六
ぺ
ー

ジ
）
。

　
公
共
的
経
費
の
積
極
的
増
額
に
お
い
て
不
可
分
の
関
連
に
あ
る
も
の

と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
帥
・
ゆ
の
経
費
の
こ
う
し
た
内
容
を
み
て
く

る
と
き
、
ペ
テ
イ
が
、
公
共
的
諸
経
費
の
基
準
を
賛
跡
愉
、
あ
齢
昨
い

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

「
人
民
の
富
」
１
－
産
業
交
易
の
育
成
・
増
進
に
も
と
め
て
い
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。

　
以
上
六
項
目
の
公
共
的
経
費
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
性
格
を
検
討
し
て

ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ベ
テ
イ
が
「
国
王
の
富
」
１
１
公
共

的
経
費
を
、
そ
の
源
泉
た
る
「
人
民
の
富
」
の
増
進
・
育
成
と
い
う
関

係
に
お
い
て
積
極
的
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
し
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
（
二
八
一
）
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、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
う
し
た
富
次
元
Ｈ
経
済
次
元
で
の
育
成
関
係
を
、
よ
り
内
容
的
に
明

ら
か
に
し
て
ゆ
く
べ
く
、
ベ
テ
ィ
が
く
公
共
的
経
費
↓
租
税
Ｖ
の
一
般

的
増
大
因
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
内
容
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

　
ベ
テ
ィ
は
一
般
的
増
大
因
（
裏
を
か
え
喧
ぱ
ペ
テ
イ
の
租
税
原
則
に
か
か

わ
る
も
の
）
を
基
本
的
に
六
項
目
に
整
理
し
て
い
る
。
○
ｏ
人
民
が
こ
仇

ら
の
経
費
を
支
払
う
の
を
好
ま
ぬ
こ
と
。
　
　
ベ
テ
ィ
は
、
こ
れ
は

「
人
民
が
賦
課
額
が
多
す
ぎ
は
し
た
い
か
、
徴
収
さ
れ
た
も
の
が
横
領

さ
れ
た
り
浪
費
さ
れ
た
り
し
は
し
た
い
か
、
不
公
平
に
と
り
た
て
ら
れ

た
り
課
徴
さ
れ
た
り
し
は
し
な
い
か
、
と
い
う
疑
惑
」
（
四
一
ぺ
ー
ジ
）

を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
疑
惑
に
た

い
し
て
、
租
税
徴
収
　
　
公
共
的
経
費
が
産
業
交
易
に
も
た
ら
す
関
係

を
客
観
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
て
い
く
。

　
の
「
賦
課
額
が
多
す
ぎ
は
し
た
い
か
」
と
い
う
点
に
っ
い
て
は
、
ベ

テ
ィ
は
ま
ず
（
徴
収
さ
れ
る
）
貨
幣
が
一
国
の
産
業
交
易
に
お
い
て
占
め

る
位
置
、
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
。
　
「
一
国
の
産
業
交
易
を
運
営
し
て

ゆ
く
の
に
不
可
欠
た
貨
幣
に
は
、
一
定
の
標
準
と
比
率
と
が
あ
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
く
ら
べ
て
多
く
て
も
す
く
た
く
て
も
、
産
業
に
害

を
お
よ
ぼ
す
で
あ
ろ
う
」
。
　
そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
産
業
に
必
要
た
貨

幣
の
比
率
も
、
変
換
の
度
数
か
ら
、
ま
た
法
律
あ
る
い
は
習
慣
上
通
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
（
二
八
二
）

と
は
異
な
っ
て
お
こ
た
わ
れ
る
支
払
い
の
大
き
さ
か
ら
推
定
で
き
る
」

と
し
て
、
貨
幣
の
基
本
的
機
能
を
流
通
手
段
と
し
て
規
定
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
貨
幣
の
流
通
手
段
と
し
て
の
基
本
的
機
能
把
握
と
関
連
し

て
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
つ
の
ペ
テ
ィ
の
主
張
を
こ
こ
に
記
し
て
お

か
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
　
そ
れ
は
産
業
交
場
に
お
げ
る
「
卸
売
商
」

く
９
争
彗
冴
な
ら
び
に
「
小
売
商
」
寄
｛
邑
¢
易
の
位
置
に
つ
い
て
で

あ
る
。
彼
は
こ
れ
ら
に
っ
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
杜
会
か

ら
は
、
本
来
的
に
、
そ
し
て
本
源
的
に
た
に
も
の
を
も
か
せ
ぎ
と
る
こ

と
を
し
な
い
徒
で
あ
り
、
ま
た
、
政
治
体
の
血
液
と
養
液
、
す
た
わ
ち

農
業
お
よ
び
製
造
業
の
生
産
物
を
前
後
に
分
配
す
る
静
脈
お
よ
び
動
脈

の
ほ
か
に
は
な
ん
ら
の
果
実
を
も
け
っ
し
て
生
み
だ
さ
ぬ
徒
で
あ
る
」

（
五
三
ぺ
ー
ジ
）
。
　
貨
幣
の
流
通
手
段
把
握
に
照
応
す
る
か
の
ご
と
く
、

ベ
テ
ィ
は
、
産
業
交
易
の
基
礎
産
業
を
農
業
と
製
造
業
に
も
と
め
、
そ

の
発
展
に
産
業
交
易
増
進
の
原
動
力
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ペ
テ
ソ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
機
能
を
も
つ
貨
幣
が
国
王
に

よ
っ
て
徴
収
さ
れ
す
ぎ
、
「
国
民
の
産
業
交
易
を
運
営
し
て
ゆ
く
の
に

必
要
な
貨
幣
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
弊
害
は
仕
事
不
足
に
あ
ら

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
人
民
を
減
ず
る
こ
と
、
ま
た

か
れ
ら
の
技
術
と
勤
勉
と
を
減
ず
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
」
（
六
六
ぺ
ー



ジ
）
。
　
し
た
が
っ
て
、
　
「
貨
幣
を
臣
民
の
手
か
ら
と
り
あ
げ
て
し
ま
う

の
は
元
首
自
身
に
と
っ
て
非
常
な
損
失
と
な
り
、
　
ま
た
元
首
が
そ
れ

を
自
分
の
金
庫
に
死
蔵
し
て
お
い
て
も
、
そ
れ
は
自
分
自
身
に
と
っ
て

用
が
な
い
ば
か
り
で
は
た
く
、
こ
じ
き
に
ね
だ
ら
れ
た
り
、
無
駄
に
使

わ
れ
た
り
し
が
ち
で
あ
る
か
ら
、
元
首
白
身
に
と
っ
て
非
常
な
損
失

と
な
る
。
　
ま
た
逆
に
「
も
し
一
国
の
う
ち
に
貨
幣
が
あ
り
す
ぎ
る
と

き
に
、
そ
の
無
用
な
も
の
の
す
べ
て
を
国
王
が
み
ず
か
ら
の
金
庫
の
た

か
に
も
っ
て
い
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
同
王
に
と
っ
て
も
、
公
共
杜
会
に

と
っ
て
も
有
益
で
あ
り
、
個
々
人
に
と
っ
て
す
ら
け
っ
し
て
有
害
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

た
く
」
（
六
六
ぺ
ー
ジ
）
有
益
で
あ
る
。
要
す
る
に
ペ
テ
ィ
は
、
　
「
国
王

の
富
」
の
徴
収
１
１
租
税
の
基
準
を
、
　
「
自
然
的
に
」
展
開
さ
れ
て
ゆ
く

産
業
交
易
の
増
進
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
民
の
疑
惑
に
答
え
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
◎
徴
収
の
不
公
平
性
に
つ
い
て
は
、
個
々
人
の
富
に

「
比
例
的
」
に
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
解
決
す
る
、
と
し
て
、
答

え
た
。
さ
ら
に
◎
公
共
的
経
費
の
浪
費
に
つ
い
て
は
、
徴
収
さ
れ
た
貨

幣
が
「
わ
が
国
の
国
産
の
諾
物
品
に
支
出
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
人
民
全
体

に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
有
害
な
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
個
々
人
の
富
や
財

産
に
つ
い
て
変
化
を
生
ぜ
し
め
る
の
み
」
（
六
六
ぺ
ー
ジ
）
で
あ
り
、
た

と
え
ぱ
「
と
り
た
て
ら
れ
た
貨
幣
が
、
宴
会
・
壮
大
な
外
観
・
が
い
せ

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

ん
門
等
々
に
支
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
と
き
、
大
い
に
不
公
平
を

こ
ぼ
す
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
る
。
す
な
わ
ち
こ

の
支
出
は
、
右
の
貨
幣
を
そ
の
た
め
に
働
く
職
人
た
ち
に
払
い
も
ど
す

こ
と
に
、
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
職
業
は
、
む
だ
で
、
た
だ

装
飾
の
た
め
ぼ
か
り
の
も
の
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
貨
幣
は
も
っ

と
も
有
用
な
者
、
す
な
わ
ち
醸
造
家
・
パ
ソ
製
造
人
・
裁
縫
師
・
靴
職

等
々
に
た
だ
ち
に
払
い
も
ど
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
ベ
テ
ィ
は
こ
こ
で
、

「
浪
費
」
の
間
題
を
、
産
業
交
易
に
か
か
わ
ら
し
め
て
考
え
る
べ
き
こ

と
を
強
調
し
、
そ
れ
が
産
業
交
易
に
か
か
わ
っ
て
い
く
か
ぎ
り
、
そ
れ

が
一
見
い
か
に
無
駄
な
も
の
へ
の
投
入
の
よ
う
に
み
え
て
も
、
産
業
交

易
そ
の
も
の
の
「
白
然
的
」
運
動
に
よ
っ
て
産
業
交
易
の
増
進
に
役
立

つ
か
ら
、
そ
れ
は
浪
費
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
の
諾
物
品
で
、
も
っ
と
も
好
つ
ご
う
な
季
節
に
支
払
わ
せ
な
い
こ
と
。

岬
貨
幣
の
欠
乏
、
お
よ
ぴ
鋳
貨
の
混
乱
　
　
ま
ず
岬
に
つ
い
て
は
、
ｏ
ｏ

で
の
貨
幣
の
観
定
と
密
接
に
関
わ
り
を
も
ち
つ
つ
、
し
か
も
貨
幣
は

「
こ
の
国
の
す
べ
て
の
富
の
う
ち
で
か
ろ
う
じ
て
百
分
の
一
」
（
六

三
ぺ
ー
ジ
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
要
す
る
に
吻
と
の
関
連
も
含
め

て
、
好
っ
ご
う
な
時
期
に
、
好
っ
ご
う
な
方
法
Ｈ
諾
物
品
で
支
払
え
ば

よ
い
と
す
る
。
レ
ｏ
賦
課
権
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
確
立
し
て
経
費
を
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
（
二
八
三
）
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約
す
る
こ
と
、
旧
人
民
　
　
と
く
に
労
働
者
お
よ
ぴ
工
匠
　
　
が
す
く

な
い
こ
と
。
こ
の
点
は
公
共
的
経
費
の
個
別
的
検
討
の
伺
・
ゆ
で
の
ペ

テ
ィ
の
主
張
に
直
接
的
に
か
か
わ
る
点
で
あ
っ
て
、
よ
う
す
る
に
産
業

交
易
の
担
い
手
と
し
て
の
「
人
民
」
が
少
数
で
あ
る
こ
と
は
、
産
業
交

易
の
増
進
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
に
な
り
、
経
費
は
人
民
が
多
か
ろ
う
と

少
か
ろ
う
と
同
様
に
一
定
額
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
対
的

に
経
費
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
そ
こ
で
「
人
民
」
Ｈ
産

業
交
易
の
担
い
手
の
増
大
１
１
育
成
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
最
後
に
ベ
テ
ィ
は
、
ゆ
「
人
民
の
数
・
産
業
・
富
に
つ
い
て
の
無

知
」
を
く
公
共
的
経
費
↓
租
税
Ｖ
の
一
般
的
増
大
因
に
あ
げ
る
。
す
た

わ
ち
「
人
民
の
富
に
っ
い
て
知
ら
た
い
た
め
、
君
主
は
人
民
が
ど
れ
だ

げ
を
負
担
し
う
る
か
を
知
ら
ず
、
ま
た
産
業
の
こ
と
を
知
ら
な
い
た
め
、

君
主
は
自
分
に
対
す
る
貢
ぎ
も
の
を
、
い
つ
人
民
に
要
求
す
る
の
が
も

っ
と
も
適
切
た
時
季
で
あ
る
か
を
判
断
し
え
な
い
の
で
あ
る
」
（
六
ニ
ペ

ー
ジ
）
と
。

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
く
公
共
的
経
費
↓
租
税
Ｖ
の
一
般
的
増
大
因
に
つ

い
て
み
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
ペ
テ
ィ
の
展
開
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
０
「
国
王
の
富
」
１
１
〈
租
税
↓
公
共
的
経
費
Ｖ
は
、
　
「
人
民
の
富
」

”
産
業
交
易
の
「
自
然
的
な
」
増
進
過
程
に
よ
っ
て
基
本
的
に
規
定
さ

一
〇
　
（
二
八
四
）

れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
産
業
交
易
は
、
そ
れ
自
身
の
中
で
も
、
労
働
者
、
士
匠
そ
し
て
技

術
が
間
題
に
な
る
「
農
業
や
製
造
業
」
が
そ
の
基
礎
を
な
し
て
お
り
、

い
い
か
え
れ
ぱ
そ
の
生
産
力
発
展
を
「
自
然
的
な
」
増
進
の
原
動
力
と

し
て
い
る
こ
と
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
　
「
国
王
の
富
」
に
よ
る
「
人
民
の
富
」
１
１
産
業
交

易
の
育
成
と
は
、
何
よ
り
も
こ
う
し
た
「
農
業
や
製
造
業
」
等
の
産
業

部
門
、
そ
し
て
そ
れ
に
関
連
す
る
都
門
（
公
共
的
経
費
の
側
に
あ
げ
ら
れ
て

い
た
よ
う
た
諸
部
門
）
の
「
自
然
的
な
」
増
進
に
即
し
た
育
成
で
た
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

　
　
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
国
家
は
、
産
業
交
易
の
「
自
然
的
な
」
運

動
過
程
に
そ
く
し
て
・
貨
幣
量
を
外
的
に
調
整
す
る
と
い
う
彩
で
あ
菜

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

交
易
増
進
を
外
的
に
育
成
す
る
こ
と
。

　
　
こ
う
し
た
内
容
的
関
係
と
し
て
示
さ
れ
る
国
家
と
経
済
杜
会
の
関

係
こ
そ
「
自
然
の
法
」
の
国
家
と
経
済
杜
会
と
の
関
係
の
次
元
に
お
け

る
内
容
１
１
貫
徹
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
う
し
た
関
係
と
し
て

み
る
こ
と
が
「
自
然
の
法
」
に
そ
く
し
た
「
政
治
体
」
の
解
明
　
　
ペ

テ
ィ
的
基
本
視
座
の
展
開
　
　
で
あ
る
こ
と
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
節
の
最
初
の
都
分



に
お
い
て
解
答
を
保
留
し
て
お
い
た
間
題
　
　
「
序
」
に
お
け
る
「
国

王
の
収
入
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
国
王
の
支
出
の
諾
原
因
も
比
例
的

に
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
は
二
重
に
有
利
で
あ
る
」
と
い
う

点
　
　
へ
の
解
答
を
な
し
う
る
時
点
に
ぎ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
た
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
ず
「
国
王
の
収
入
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
国
王
の
支
出
の
諸

原
因
も
比
例
的
に
減
少
す
る
」
と
い
う
部
分
だ
が
、
　
「
国
王
の
支
出
の

諾
原
因
」
が
「
比
例
的
に
減
少
す
る
」
場
合
を
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を

ふ
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
産
業
交
易
を
そ
の
「
白
然
的
な
」

増
進
に
基
本
的
に
ゆ
だ
ね
て
、
公
共
的
経
費
も
合
理
的
に
削
減
さ
れ
た

状
況
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
、
「
国
王
の
富
」

の
源
で
あ
る
産
業
交
易
は
一
層
増
進
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
は
ず
だ
か

ら
、
「
国
王
の
富
」
１
１
「
国
王
の
収
入
」
も
ま
た
相
対
的
に
増
加
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
こ
の
部
分
の
意
味
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
産
業
交

易
が
増
進
１
１
人
民
の
富
が
増
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

「
政
治
体
に
と
っ
て
ま
た
そ
の
国
王
自
身
に
と
っ
て
も
、
二
重
に
有
利
」

な
こ
と
で
あ
る
、
と
。

　
こ
の
よ
う
に
一
国
の
富
の
増
進
を
展
望
す
る
ペ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
一

国
の
強
大
さ
は
、
も
は
や
君
主
の
富
あ
る
い
は
君
主
個
人
の
力
と
直
接

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
巾
）
（
稲
村
）

的
に
結
ぴ
つ
く
も
の
　
　
重
商
主
義
１
－
重
金
主
義
的
国
家
観
　
　
て
は

な
か
っ
た
。
か
く
し
て
ベ
テ
ィ
は
い
う
。
　
　
　
「
君
主
の
偉
大
さ
や
栄

光
は
、
君
主
が
よ
く
統
一
し
、
よ
く
統
治
し
て
い
る
人
民
の
数
・
技
術

お
よ
び
勤
勉
に
ー
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
君
主
の
領
土
の
大
き
さ

に
あ
る
と
い
う
誤
解
、
さ
ら
に
、
、
大
地
や
海
洋
の
腹
中
か
ら
自
分
で
苦

労
し
て
獲
得
す
る
こ
と
よ
り
も
、
詐
欺
と
強
奪
と
に
よ
っ
て
他
人
か
ら

奪
う
こ
と
の
方
が
一
層
名
誉
で
あ
る
と
い
う
誤
解
」
（
四
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

　
以
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
　
『
租
税
貢
納
論
』
に
お
け
る
国
家
と
経
済

杜
会
の
基
本
的
関
係
の
解
明
を
お
え
た
。
　
『
租
税
貢
納
論
』
に
お
け
る

こ
の
よ
う
た
ベ
テ
ィ
の
展
開
を
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
一

六
四
〇
年
代
の
最
初
の
「
政
治
体
」
論
に
。
お
い
て
、
基
盤
と
育
成
と
い

う
関
係
で
構
想
さ
れ
つ
つ
も
、
な
お
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
内
容

的
関
係
が
、
富
と
い
う
経
済
次
元
を
土
俵
と
し
て
充
実
さ
れ
る
に
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

っ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
次
の
課
題
は
、
経
済
杜
会
そ
の
も
の

の
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
、
次
節
に
お
い
て
税
源
論
を
手

が
か
り
に
解
明
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
ラ
。

（
６
）

　
ペ
テ
ィ
の
「
自
然
法
」
的
視
角
が
、
彼
の
「
政
治
体
」
の
解
明
に
お

い
て
一
貫
し
て
方
法
的
基
礎
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
行
論
の
中
で
実
質
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
（
二
八
五
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
巻
・
第
二
号
）

　
　
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ペ
テ
ィ
の
「
自
然
法
」
と
経
済
理
論
と

　
　
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
小
谷
義
次
氏
の
「
ペ
テ
ィ
経
済

　
　
学
の
方
法
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
経
済
学
雑
誌
』
二
十
一
巻
一
・
二
・

　
　
三
合
併
号
、
第
二
十
三
巻
、
第
三
号
参
照
）
が
あ
る
。

（
７
）
　
ペ
テ
ィ
は
『
政
治
算
術
』
に
お
い
て
い
っ
そ
う
整
理
さ
れ
た
形
で
、

　
　
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
国
王
の
富
は
三
重
で
あ
る
。
第
一
は
彼

　
　
の
臣
民
の
富
。
第
二
は
臣
民
の
富
の
一
部
で
あ
っ
て
、
人
民
の
国
防
、

　
　
名
誉
徽
章
の
た
め
、
ま
た
公
共
の
福
利
に
し
て
一
人
又
は
数
人
の
個
人

　
　
を
以
て
し
て
は
出
来
な
い
よ
う
た
事
業
を
存
す
た
め
に
、
国
王
に
献
じ

　
　
ら
れ
る
も
の
。
第
三
は
、
第
二
の
一
部
の
内
で
、
特
に
国
王
が
彼
個
人

　
　
の
好
み
と
判
断
の
命
ず
る
ま
ま
に
、
別
に
何
等
の
説
明
も
せ
ず
に
処
分

　
　
す
る
こ
と
の
で
き
る
部
分
で
あ
る
」
（
『
政
治
算
術
』
大
内
兵
衛
訳
二
一

　
　
四
ぺ
ｉ
ジ
）
。

（
８
）
　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
井
手
文
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
お
ら
れ

　
　
る
。
ペ
テ
ィ
は
「
租
税
の
作
用
を
単
に
経
費
と
の
直
接
的
関
連
に
お
い

　
　
て
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
氾
な
資
金
の
循
環
と
い
う
解
点
か
ら
追
求
し

　
　
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
租
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
資
金
が
外
国
に

　
　
流
出
し
な
い
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
一
国
の
生
産
資
金
の
減
少
を
も
た

　
　
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
『
古
典
学
派
の
財
政
論
』

　
　
中
大
協
組
出
版
部
、
一
九
五
三
年
）
。
　
た
お
、
ペ
テ
ィ
財
政
論
に
つ
い

　
　
て
は
氏
の
著
書
よ
り
多
く
の
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。

（
９
）
　
こ
の
節
で
み
て
き
た
よ
う
た
『
租
税
貢
納
論
』
で
の
政
治
体
に
お
げ

　
　
る
国
家
の
性
各
規
定
に
つ
い
て
は
、
ホ
ソ
フ
ス
の
国
家
論
と
の
関
連
性

　
　
が
究
明
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
問

　
　
題
に
つ
い
て
、
若
干
の
問
題
提
起
を
し
て
お
こ
う
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
国
家

一
二
　
（
二
八
六
）

は
、
自
然
人
の
生
命
維
持
と
い
う
自
然
状
態
に
お
け
る
自
然
人
の
内
部

か
ら
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
家
が
そ
れ
ら
自
然
人
の
代
理

と
し
て
主
権
を
に
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
民
の
中
か
ら
出
た
が
ゆ
え

に
人
民
に
優
越
す
る
も
の
と
し
て
、
絶
対
制
国
家
の
性
格
を
有
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ま
た
国
家
よ
り
う
け
る
人
民
の
利
益
は
、

甚
本
的
に
は
、
生
命
の
保
全
の
み
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ペ

テ
ィ
も
ま
た
、
彼
の
学
問
的
出
発
点
に
お
い
て
ホ
ッ
ブ
ス
と
の
交
流
を

も
っ
た
も
の
と
し
て
、
当
初
は
ホ
ッ
ブ
ス
の
こ
の
よ
う
た
国
家
観
か
ら

多
く
の
影
響
を
う
げ
て
い
た
こ
と
は
充
分
想
像
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、

一
六
四
〇
年
代
後
半
以
後
、
と
り
わ
げ
ニ
ハ
五
〇
年
代
の
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
革
命
政
府
下
で
の
、
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ペ
テ
ィ
の
実
践
活
動

は
、
つ
く
ら
れ
る
べ
き
国
家
の
具
体
的
内
容
が
ペ
テ
ィ
自
身
に
実
践
的

に
開
示
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
過
程
こ
そ
が
、

彼
に
ホ
ッ
ブ
ス
的
国
家
論
の
中
味
を
空
洞
化
し
新
た
た
内
容
を
つ
め
こ

ん
だ
ペ
テ
ィ
的
国
家
像
を
生
成
せ
し
め
る
契
機
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
が
絶
対
制
国
家
か
ら
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
へ
の

道
に
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ペ
テ
ィ
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
中
へ
理
論

的
・
実
践
的
に
加
担
し
て
い
っ
た
点
に
こ
そ
、
ホ
ッ
ブ
ス
か
ら
ペ
テ
ィ

ヘ
の
国
家
観
の
乾
回
の
基
礎
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
な
お
、
租
税
貢
納
論
の
国
家
評
価
と
か
か
わ
っ
て
、
こ
の
段
階
の
ペ

テ
ィ
を
い
か
に
評
価
す
る
か
と
い
う
点
で
従
来
ほ
憾
三
つ
の
説
が
あ
る
。

¢
絶
対
主
義
的
重
商
主
義
者
と
し
て
の
評
価
。
従
っ
て
ま
た
ホ
ッ
ブ
ス

と
基
木
的
に
同
一
の
立
場
で
あ
る
と
す
る
。
ー
ハ
ル
、
島
恭
彦
氏

（
『
近
世
租
税
思
想
史
』
有
斐
閣
、
一
九
三
八
年
）
、
　
◎
古
典
学
派
の
萌



芽
を
強
調
Ｉ
Ｉ
、
井
手
文
雄
（
前
掲
書
）
、
高
野
利
治
（
サ
ー
・
ウ
ィ
リ

ア
ム
．
ペ
テ
ィ
の
経
済
学
に
関
す
る
一
考
察
」
　
『
関
東
学
院
大
学
１
０
周

年
記
念
論
文
集
』
『
経
済
系
』
オ
Ｏ
・
８
）
、
　
高
野
鑑
治
（
「
ウ
ィ
リ
ア
ム

．
ペ
テ
イ
の
財
政
本
貫
論
」
「
ペ
テ
ィ
と
ス
ミ
ス
の
財
政
論
」
『
商
経
注

論
叢
』
一
〇
巻
三
号
、
十
一
巻
二
号
）
等
。
　
、
Ｑ
と
◎
の
併
存
１
－
＼

大
内
兵
衛
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
『
租
税
及
び
貢
納
論
』
の
学
説
史

的
意
義
」
『
古
典
学
派
の
生
成
と
展
開
』
東
京
大
学
経
済
学
会
、
一
九

五
二
年
）
等
。
わ
た
く
し
は
、
本
節
で
の
叙
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
ペ
テ
ィ
の
位
置
は
従
来
の
重
商
主
義
的
国
家
を
空
洞
化
し
、
新
た

な
中
身
を
注
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
観
そ
の
も
の
を
転
回
せ
し
め

た
も
の
と
し
て
、
従
来
の
諸
見
解
を
整
理
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。

三
　
統
一
原
理
と
し
て
の
価
値
理
論
の
形
成

　
こ
の
節
の
基
本
的
課
題
は
、
ペ
テ
ィ
が
税
源
の
問
題
を
手
が
か
り
に

し
て
内
容
的
に
示
し
て
い
る
、
経
済
杜
会
の
統
一
原
理
と
し
て
の
価
値

理
論
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
前
節
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ベ
テ
ィ
が
「
国
王
の
富
」
の
徴
収

．
支
出
の
基
準
を
、
生
産
力
的
発
展
を
基
礎
に
し
た
産
業
交
易
の
「
自

然
的
な
」
増
進
“
「
人
民
の
富
」
の
増
進
に
お
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
そ
こ
で
ペ
テ
ィ
に
と
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
直
接
的
課
題
“

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
．
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

財
政
論
的
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
基
準
に
み
あ
っ
た
最
も
合
埋
的
な

　
「
徴
税
方
法
」
の
問
題
で
あ
る
。

　
ペ
テ
イ
は
次
の
よ
う
に
問
題
を
提
起
す
る
。
　
　
「
か
り
に
公
共
的

経
費
の
〔
増
大
を
招
来
す
る
〕
種
々
の
原
因
が
、
で
き
る
限
り
節
減
し

う
る
も
の
と
し
よ
う
。
ま
た
人
民
が
、
統
治
さ
れ
保
護
さ
れ
る
た
め
に
、

さ
ら
に
自
分
た
ち
の
君
主
や
国
土
の
名
誉
の
た
め
に
、
不
可
欠
と
さ
れ

る
も
の
に
対
す
る
正
当
な
分
げ
ま
え
を
支
払
う
こ
と
を
満
足
し
、
そ
れ

に
不
服
が
な
い
も
の
と
し
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
つ
づ
く
問
題

は
、
そ
の
分
け
ま
え
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ぼ
も
っ
と
も
容
易
に
、
迅

速
に
、
し
か
も
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
徴
集
し
う
る
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
種
々
の
方
法
ま
た
は
便
法
を
提
案
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私

は
、
近
年
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
種
々
の
国
家
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
主
た
る

徴
税
方
法
の
あ
る
も
の
に
っ
い
て
、
そ
の
便
、
不
便
を
明
ら
か
に
１
し
・

そ
れ
を
通
じ
て
右
の
問
題
に
答
え
よ
う
」
（
六
八
ぺ
－
ジ
）
。

　
ベ
テ
イ
は
従
来
用
い
ら
れ
て
来
た
主
た
「
徴
税
方
法
」
と
し
て
、
王

領
地
、
地
租
、
家
屋
税
、
特
権
収
入
－
関
税
、
人
頭
税
、
富
く
じ
、
御

用
金
等
々
、
消
費
税
－
炉
税
、
煙
突
税
等
々
、
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
に
っ

い
て
、
産
業
交
易
の
増
進
と
い
う
先
述
し
た
基
準
に
立
っ
た
上
で
・
ど

れ
が
最
も
公
平
で
、
　
「
最
も
容
易
に
迅
速
に
、
し
か
も
知
ら
ず
知
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
（
二
八
七
）
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の
う
ち
に
徴
集
し
う
る
」
方
法
で
あ
る
か
を
一
つ
一
つ
検
討
し
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
彼
は
、
消
費
税
　
　
炉
税
ま
た
は
煙
突
税

　
　
が
、
　
「
自
然
的
正
義
」
に
み
あ
っ
た
最
善
の
徴
税
方
法
で
あ
る
と

結
論
づ
け
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
い
っ
そ
う
具
体
的

に
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
直
ち
に
問
題
の
核
心
に
せ
ま
っ
て
い
こ
う
。

そ
れ
は
、
彼
が
地
代
１
１
「
賃
料
」
内
彗
け
へ
の
徴
税
１
１
地
租
の
不
公
平
性

を
指
摘
し
、
逆
に
公
平
た
地
租
の
た
め
の
前
提
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ベ
テ
ィ
は
地
租
が
公
平
に
お
こ
な
わ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と

し
て
・
一
定
の
貨
幣
と
し
て
の
地
代
１
１
賃
料
と
は
何
で
あ
る
か
、
す
な

わ
ち
、
　
「
賃
料
の
神
秘
的
性
質
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
け
れ
ぱ
た

ら
な
い
と
し
て
、
こ
の
究
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
！
」
こ
に
わ

れ
わ
れ
は
、
ペ
テ
イ
の
価
値
理
論
解
明
の
糸
口
を
見
い
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
彼
の
展
開
に
そ
く
し
て
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

　
彼
は
ま
ず
、
一
定
の
貨
幣
量
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
地
代
１
１
賃
料
と

は
何
で
あ
る
か
、
そ
の
本
質
を
求
め
て
生
産
過
程
へ
と
お
り
て
ゆ
く
。

　
「
か
り
に
あ
る
人
が
、
自
分
で
手
を
く
だ
し
て
、
一
定
面
積
の
土
地
に

穀
物
を
栽
培
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
土
地

の
耕
作
が
必
要
と
し
て
い
る
だ
け
、
堀
り
・
ま
た
は
す
き
か
え
し
．
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
（
二
八
八
）

ぐ
わ
を
か
け
・
除
草
し
・
刈
り
い
れ
・
家
に
と
り
い
れ
．
打
穀
し
．
そ

し
て
ふ
る
い
分
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
よ
う
。
し
か
も
な
お
そ
の
う

え
に
・
こ
の
土
地
に
ま
け
る
だ
け
の
種
子
を
も
っ
て
い
た
と
し
よ
う
。

私
は
言
う
、
こ
の
人
が
自
分
の
収
穫
物
の
所
収
か
ら
、
自
分
の
種
子
を

さ
し
ひ
き
・
ま
た
同
様
に
自
身
の
食
べ
た
も
の
、
お
よ
び
衣
類
そ
の
他

の
自
然
的
必
需
品
と
交
換
に
他
人
に
あ
た
え
た
も
の
を
さ
し
ひ
い
た
と

き
・
な
お
そ
こ
に
残
る
穀
物
は
、
そ
の
年
の
あ
い
だ
に
お
げ
る
そ
の
土

地
の
自
然
的
な
・
真
実
の
地
代
§
ｇ
§
一
竃
｛
一
、
毒
寄
ま
で
あ
る
」

（
七
六
ぺ
ー
ジ
）
。

　
ベ
テ
ィ
は
、
収
穫
物
の
「
所
収
」
か
ら
耕
作
老
の
食
料
、
生
活
必
需

品
と
交
換
す
べ
き
都
分
、
種
子
を
引
い
て
「
残
る
穀
物
」
を
「
自
然
的

な
真
実
の
地
代
」
と
し
て
、
地
代
Ｈ
賃
料
の
本
質
と
し
た
。
と
こ
ろ
で

ペ
テ
ィ
に
あ
っ
て
は
生
産
過
程
は
一
六
四
〇
年
代
に
お
い
て
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
そ
し
て
『
租
税
貢
納
論
』
で
こ
の
後
で
も
で
て
く
る
よ

う
に
、
労
働
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
過

程
１
１
労
働
過
程
の
結
果
と
し
て
の
「
残
る
穀
物
」
は
、
そ
の
も
の
と
し

て
は
使
用
価
値
と
し
て
の
剰
余
生
産
物
以
外
の
な
に
も
切
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
か
れ
が
、
こ
の
剰
余
生
産
物
を
「
自
然
的
な
、
真
実
の
地

代
」
と
規
定
す
る
と
き
、
こ
の
剰
余
生
産
物
は
、
必
ら
ず
一
定
の
貨
幣



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
し
て
現
わ
れ
る
地
代
１
１
賃
料
に
な
る
こ
と
を
前
提
と
さ
れ
た
剰
余
生

　
、
　
　
、

産
物
　
　
可
能
的
剰
余
交
換
価
値
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
　
　
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
剰
余
生
産

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

物
へ
の
剰
余
価
値
的
性
格
の
前
提
的
持
ち
込
み
は
、
ベ
テ
ィ
が
貨
幣
量

と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
地
代
”
賃
料
の
本
質
を
、
直
接
的
に
労
働
過
程

と
し
て
の
生
産
過
程
の
剰
余
生
産
物
の
中
に
み
よ
う
と
す
る
、
彼
の
交

換
価
値
の
生
産
過
程
へ
の
か
か
わ
り
か
た
自
体
か
ら
必
然
的
に
お
こ
っ

て
く
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
点
自
体
の
間
題
性
は
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
た
い
と
し
て
、
ペ
テ

ィ
に
そ
く
し
た
と
し
て
も
ま
だ
問
題
は
半
分
し
か
解
決
し
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
一
定
の
貨
幣
量
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
想
定
さ
れ
た
剰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

余
生
産
物
が
、
実
際
に
一
定
の
貨
幣
量
と
し
て
現
実
化
す
る
構
造
が
解

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ぼ
、
そ
れ
自

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

身
と
し
て
は
い
ま
だ
種
々
の
土
地
の
種
々
異
な
る
剰
余
生
産
物
に
す
ぎ

な
い
も
の
が
、
　
「
価
値
均
等
化
」
さ
れ
る
構
造
の
解
明
で
あ
る
。
ペ
テ

ィ
は
地
代
ｎ
賃
料
の
本
質
の
追
求
か
ら
、
そ
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
、

価
値
論
の
問
題
に
正
面
か
ら
と
り
組
む
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
ベ
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
問
題
を
設
定
す
る
。
　
「
し
か
し
一
歩
を
す
す

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
．
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
０
ｖ

め
て
、
副
次
的
な
問
題
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
穀
物
す
な
わ
ち
地
代
が

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
貨
幣
で
ど
れ
ほ
ど
に
値
い
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ

る
」
（
七
七
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
の
よ
う
に
問
題
を
設
定
し
た
上
で
、
つ
づ
け
て

そ
の
解
答
に
む
か
う
。
　
「
私
は
答
え
る
、
そ
れ
は
、
別
の
一
人
の
人
が

同
じ
期
間
中
、
か
り
に
貨
幣
の
生
産
・
製
造
に
専
心
従
事
し
た
と
し
て
、

自
分
の
費
用
の
ほ
か
に
貯
蓄
し
え
た
だ
け
の
貨
幣
で
あ
る
、
と
。
…
…

一
人
の
人
の
銀
は
他
の
人
の
穀
物
と
同
一
価
値
に
評
価
さ
れ
ね
ぱ
な
ら

た
い
、
と
。
す
な
わ
ち
一
方
は
お
そ
ら
く
二
十
オ
ン
ス
、
他
方
は
二
十

ブ
ヅ
シ
ェ
ル
で
あ
ろ
プ
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
穀
物
一
ブ
ッ
シ
ェ

ル
の
価
格
は
銀
一
オ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
銀
〔
生
産
〕
に
従
事
す
る
の
に
ー
は
、
穀
物
の
そ
れ
よ
り
も
一
層
多

く
の
技
芸
と
危
険
と
が
あ
り
う
る
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
事
態

は
結
局
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
百
人
の
人
を
し
て
十
年

問
穀
物
を
生
産
さ
せ
、
同
様
の
人
を
し
て
同
期
間
銀
を
生
産
さ
せ
る
が

よ
い
。
私
は
言
う
、
銀
の
純
所
収
鶉
斗
肩
◎
８
＆
は
穀
物
の
全
純
所

収
の
価
格
で
あ
り
、
そ
の
一
方
の
も
の
の
同
じ
部
分
は
他
方
の
も
の
の

同
じ
部
分
の
価
格
で
あ
る
、
と
」
（
七
七
ぺ
－
ジ
）
。

　
穀
物
の
「
純
所
収
」
と
銀
の
「
純
所
収
」
と
の
あ
い
だ
に
跡
↓
坐
謄

、
　
　
　
、

期
問
と
い
う
共
通
分
母
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
、
よ
っ
て
、
両
者
の
問
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
（
二
八
九
）
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等
交
換
比
率
関
係
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
、
そ
の
場
合
、
銀
の
一
定
量

は
穀
物
の
一
定
量
の
伍
枠
で
あ
る
こ
と
（
穀
物
一
ブ
ツ
シ
エ
ル
Ｈ
銀
一
オ
ン

ス
）
。
　
「
私
は
言
う
、
こ
う
す
る
こ
と
が
諸
々
の
価
値
を
均
等
化
す
る

こ
と
や
平
衡
化
す
る
こ
と
の
基
礎
で
あ
る
、
と
」
（
七
八
ぺ
－
ジ
）
。
こ
れ

が
ペ
テ
ィ
の
答
え
で
あ
る
。
穀
物
の
一
定
量
が
銀
の
一
定
量
に
よ
っ
て

交
換
価
値
評
価
１
１
測
定
さ
れ
る
こ
と
に
た
れ
ぽ
、
銀
は
一
切
の
他
の
生

産
物
の
交
換
価
値
評
価
を
行
い
う
る
こ
と
に
た
る
。
今
や
銀
は
諸
六
の

生
産
物
の
交
換
価
値
尺
度
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
ペ
テ
ィ
は

い
う
。
　
「
世
問
で
は
、
金
お
よ
び
銀
で
　
　
し
か
し
主
と
し
て
後
者
で

－
諸
物
を
測
定
す
る
。
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
尺
度
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
多
数
の
う
ち
で
一
層
よ
い
も
の
は
全

体
の
う
ち
の
唯
一
の
も
の
で
た
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ

と
ほ
を
か
え
て
言
え
ば
、
一
定
量
目
の
純
銀
で
諸
物
を
測
定
す
る
の
で

あ
る
」
（
七
八
ぺ
ー
ジ
）
。

　
し
か
し
ペ
テ
ィ
は
、
次
に
、
こ
の
よ
う
た
交
換
価
値
尺
度
と
し
て
の

銀
に
た
い
し
て
疑
問
を
提
出
す
る
。
す
た
わ
ち
、
銀
は
「
鉱
山
か
ら
の

距
離
は
も
と
よ
り
そ
の
他
の
事
故
に
よ
っ
て
、
あ
る
場
所
で
は
他
の
場

所
で
よ
り
も
一
層
多
く
の
値
い
が
あ
る
し
、
一
ヵ
月
そ
こ
ら
の
短
期
問

ま
え
よ
り
も
、
現
在
の
方
が
も
っ
と
多
く
の
値
い
が
あ
る
こ
と
も
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
（
二
九
〇
）

う
る
」
◎
　
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
た
銀
で
「
価
値
づ
け
ら
れ
る
種
々
の

物
」
も
、
銀
の
「
増
減
」
、
「
種
々
の
時
代
」
に
よ
っ
て
「
価
値
が
異
な

る
」
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ペ
テ
イ
は
、
銀
の
「
卓

越
し
た
効
用
を
き
ず
っ
け
る
こ
と
な
し
に
」
、
他
の
よ
り
普
遍
的
な
「
自

然
的
標
準
お
よ
び
尺
度
」
を
み
つ
げ
な
け
れ
ぱ
た
ら
た
い
と
す
る
。

「
す
べ
て
の
物
は
二
っ
の
自
然
的
単
位
名
称
、
す
た
わ
ち
土
地
お
よ
び

労
働
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
一
隻
の
船
ま
た
は
一
枚
の
上
衣
が
、
こ
れ
こ

れ
の
数
量
の
土
地
、
な
ら
び
に
別
の
こ
れ
こ
れ
の
数
量
の
労
働
に
値
い

す
る
と
言
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
の
わ
け
は
、
船
も
上
衣
も
、
と
も
に

土
地
お
よ
び
そ
れ
に
投
ぜ
ら
れ
た
人
間
の
労
働
の
創
造
物
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
」
（
七
九
ぺ
ー
ジ
）
。

　
新
た
た
「
自
然
的
標
準
お
よ
び
尺
度
」
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
た
論
拠
は
、
交
換
価
値
尺
度
と
し
て
の
銀
の
変
動
性
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
新
た
た
「
自
然
的
標
準
お
よ
び
尺
度
」
は
、
交
換
価
値
尺
度
と

し
て
の
銀
の
機
能
を
も
規
定
し
う
る
よ
う
な
、
よ
り
普
遍
的
な
そ
れ
で

た
け
れ
ぱ
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
銀
が
交
換
価
値
尺
度
と
な
っ
た
基
礎

と
し
て
の
最
初
の
銀
と
穀
物
と
の
等
交
換
比
率
関
係
の
成
立
構
造
を
も

う
一
度
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
を
成
立
せ
し
め
た
の
は
共
通
分
母
と
し



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
の
”
同
一
生
産
期
問
”
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
銀
の
尺
度
機
能
を

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、

も
規
定
し
う
る
よ
う
な
よ
り
普
遍
的
な
「
自
然
的
」
尺
度
を
み
つ
け
る

の
は
、
こ
の
”
同
一
生
産
期
問
”
の
中
、
す
な
わ
ち
生
産
過
程
へ
お
り

て
い
っ
て
求
め
る
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
ペ
テ
ィ
は
再
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

生
産
過
程
へ
お
り
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
は
、
交
換
価
値
の

　
「
自
然
的
」
尺
度
を
求
め
て
。

　
と
こ
ろ
で
彼
の
お
り
て
い
っ
た
生
産
過
程
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
。
す
で
に
賃
料
１
－
地
代
の
本
質
解
明
の
と
こ
ろ
で
も
ふ
れ
た
よ

う
に
、
　
「
船
も
上
衣
も
、
と
も
に
土
地
お
よ
び
そ
れ
に
投
ぜ
ら
れ
た
人

問
の
労
働
の
創
造
物
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
な

過
程
、
す
な
わ
ち
労
働
過
程
Ｈ
物
質
代
謝
過
程
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
彼
は
、
下
り
て
い
っ
た
生
産
過
程
に
お
い
て
「
自
然
的
」
尺
度
と
な

。
り
う
る
も
の
と
し
て
、
労
働
過
程
の
二
要
素
で
あ
る
「
土
地
」
と
「
労

働
」
の
二
つ
を
見
い
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
す
べ
て
の
物

は
、
二
っ
の
自
然
的
単
位
名
称
、
す
な
わ
ち
土
地
お
よ
び
労
働
に
よ
っ

て
価
値
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

　
ベ
テ
ィ
は
、
銀
１
１
貨
幣
と
い
う
外
在
的
（
交
換
）
価
値
尺
度
の
底
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

そ
れ
を
根
拠
づ
げ
る
も
の
と
し
て
、
土
地
１
１
労
働
と
い
う
内
在
的
（
交

換
）
価
値
尺
度
を
み
い
だ
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

な
ベ
テ
ィ
の
展
開
を
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
う
る
で
あ
ろ

う
。
交
換
価
値
１
１
等
交
換
比
率
を
根
拠
づ
け
る
べ
く
流
通
世
界
か
ら
生

産
世
界
へ
と
下
向
し
て
い
っ
た
ペ
テ
ィ
は
、
し
か
し
そ
れ
が
尺
度
機
能

の
視
角
か
ら
す
る
労
働
過
程
Ｈ
生
産
過
程
へ
の
下
向
で
あ
っ
た
か
ぎ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
、
労
働
過
程
の
二
要
素
に
そ
の
ま
ま
、
尺
度
機
能
を
外
側
か
ら
付
加

、
　
　
　
、

す
る
こ
と
に
１
よ
っ
て
交
換
価
値
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
。
い
い
か
え
れ
ぼ
、
交
換
価
値
は
生
産
過
程
に
お
い
て
内
在
的
に
根

拠
づ
け
ら
れ
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、

生
産
過
程
が
価
値
形
成
（
増
殖
）
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら

な
い
。
と
は
い
え
、
尺
度
機
能
の
外
的
付
与
と
い
う
形
で
は
あ
れ
、
交

換
価
値
の
根
拠
を
も
と
め
て
生
産
過
程
に
お
り
て
い
っ
た
こ
と
は
、
生

産
過
程
の
価
値
形
成
（
増
殖
）
過
程
把
握
へ
の
、
労
働
の
価
値
源
泉
労
働

と
し
て
の
把
握
へ
の
、
転
回
の
第
一
歩
を
ふ
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
忘
れ
て
な
ら
な

い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
第
一
歩
を
生
産
過
程
Ｈ
労
働
過
程
の
内
部
か
ら

可
能
に
し
た
要
因
こ
そ
は
、
一
六
四
〇
年
代
の
彼
の
最
初
の
経
済
理
論

に
お
い
て
、
そ
の
中
軸
と
な
っ
て
い
た
独
特
の
労
働
把
握
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
（
１
１
）

い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
そ
の
点
に
っ
い
て
の
直
接
的
象
徴
的
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
　
「
こ
れ
こ
れ
の
数
量
の
労
働
に
値
い
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
（
二
九
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
巻
・
第
二
号
）

わ
ね
ほ
な
ら
た
い
」
と
い
う
展
開
の
都
分
で
あ
る
。

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
流
通
世
界
で
の
交
換
価
値
を
生
産
世
界
で
の
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

地
Ｈ
労
働
に
よ
っ
て
根
拠
づ
げ
て
ゆ
く
、
ベ
テ
ィ
的
た
帰
納
的
分
析
の

過
程
を
み
て
き
た
。
そ
こ
で
次
の
間
題
は
、
土
地
・
労
働
を
も
っ
て
の

「
価
値
均
等
化
」
が
い
か
な
る
彩
態
で
現
象
し
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
点

の
解
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
間
題
か
ら
は
じ
ま
る
。

「
土
地
と
労
働
の
あ
い
だ
に
一
つ
の
自
然
的
等
価
関
係
を
発
見
し
う
る

な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ぞ
う
れ
し
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
た
る
な

ら
ぱ
、
わ
れ
わ
れ
は
土
地
と
労
働
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
で
、
両
者
を

も
っ
て
す
る
の
と
同
様
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
十
分
に
、
価
値
を
表
現
し

う
る
よ
う
に
た
る
で
あ
ろ
う
」
（
七
九
ぺ
ー
ジ
）
。
し
か
し
ベ
テ
ィ
は
こ
の

問
題
に
つ
い
て
正
面
か
ら
の
解
答
を
『
租
税
貢
納
論
』
で
は
示
し
て
い

　
（
１
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

な
い
。
そ
し
て
葵
質
的
に
、
労
働
過
程
の
「
能
動
的
要
素
」
で
あ
る

「
労
働
」
を
「
自
然
的
標
準
」
１
１
尺
度
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
わ
れ
わ
れ
も
こ
の
問
題
は
こ
こ
で
は
捨
象
し
て
、
「
労
働
」
を
「
自

然
的
標
準
」
Ｈ
尺
度
と
し
て
以
後
の
解
明
を
お
こ
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
に

す
る
。

　
さ
て
ペ
テ
ィ
は
、
十
四
章
に
お
い
て
「
諸
物
品
の
価
格
を
空
想
的
に

で
は
な
く
実
証
的
に
算
定
す
る
方
法
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
（
二
九
二
）

そ
し
て
こ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
課
題
　
　
労
働
と
い
う
「
自
然

的
」
尺
度
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
た
諸
（
交
換
）
価
値
の
現
象
過
程
の
解
明

　
　
に
対
す
る
ベ
テ
ィ
の
答
え
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ペ
テ
ィ
の
展

開
に
そ
っ
て
考
察
し
て
ゆ
こ
う
。

　
ベ
テ
ィ
は
次
の
よ
う
た
仮
定
を
も
う
け
る
こ
。
と
か
ら
は
じ
め
る
。
１

１
「
ま
ず
第
一
に
、
あ
る
地
域
内
に
一
千
の
人
民
が
い
る
と
し
よ
う
、

ま
た
こ
れ
だ
げ
の
人
民
が
い
れ
ほ
そ
の
全
域
を
穀
物
の
耕
作
の
た
め
に

耕
や
す
の
に
十
分
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
穀
物
は
、
わ
れ
わ

れ
が
パ
ソ
と
い
う
こ
と
ば
を
主
の
祈
り
に
お
い
て
考
え
る
よ
う
に
、
わ

れ
わ
れ
の
生
活
に
必
要
な
す
べ
て
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
し
よ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
穀
物
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
生
産
に
要
す
る
労
働
は
、
銀
一

オ
ソ
ス
の
生
産
に
要
す
る
そ
れ
と
相
等
し
い
と
し
て
お
こ
う
。
の
み
な

ら
ず
、
か
り
に
こ
の
土
地
の
十
分
の
一
と
、
こ
の
人
民
の
十
分
の
一
、

す
な
わ
ち
百
人
と
で
、
全
都
に
対
し
て
十
分
な
だ
け
の
穀
物
を
生
産
し

う
る
も
の
と
し
（
上
述
し
た
よ
う
に
し
て
発
見
さ
れ
る
）
土
地
の
地
代
は
、

全
生
産
物
の
四
分
の
一
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
耕
作
に
は
百
人

し
か
必
要
で
な
い
の
に
、
か
り
に
二
百
人
が
こ
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ

り
、
穀
物
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
で
足
り
る
は
ず
な
の
に
、
味
が
よ
い
の
で
、

世
人
が
ニ
ブ
ッ
シ
ェ
ル
用
い
、
そ
れ
を
み
た
粉
に
し
て
使
う
も
の
と
し



よ
う
」
（
一
五
四
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
地
域
杜
会
を
想
定
し
た

上
で
、
ベ
テ
ィ
は
「
こ
こ
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
」
三
っ
の
「
推
論
」
を
提

示
す
る
。

　
「
第
一
、
土
地
の
良
否
、
す
な
わ
ち
そ
の
価
値
と
い
う
も
の
は
、
生

産
物
を
生
み
出
す
た
め
に
投
ぜ
ら
れ
た
単
純
労
働
に
比
例
し
て
、
そ
の

土
地
か
ら
生
産
さ
れ
た
生
産
物
の
分
け
ま
え
の
多
少
に
依
存
し
て
い
る

こ
と
。

　
第
二
に
、
穀
物
と
銀
の
あ
い
だ
の
比
例
は
、
人
為
的
な
価
値
胃
饒
．

胃
邑
§
－
毒
の
み
を
示
し
、
自
然
的
な
価
値
を
示
し
て
い
た
い
こ
と
。

な
普
な
ら
ぱ
、
こ
の
比
較
は
自
然
的
に
有
用
な
も
の
と
、
そ
れ
自
身
と

し
て
は
不
必
要
な
も
の
と
の
比
較
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
（
っ

い
で
な
が
ら
言
え
ぱ
）
、
　
こ
の
こ
と
は
ど
う
し
て
銀
の
価
格
が
他
の
諸
物

品
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
そ
う
大
き
く
変
動
せ
ず
、
ま
た
飛
躍
も
し
な
い

か
と
い
う
こ
と
の
理
由
の
一
部
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
そ
れ
が
自
然
的
に
高
い
か
安
い
か
は
、
自
然
的
必
需
品
の

〔
生
産
に
〕
不
可
欠
な
人
手
｝
彗
穿
の
多
少
に
依
存
し
　
　
た
と
え

ぱ
穀
物
は
、
一
人
の
男
が
六
人
分
の
穀
物
し
か
生
産
し
え
な
い
と
こ
ろ

よ
り
も
、
か
れ
が
十
人
分
の
穀
物
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
方
が
安
い
よ

う
に
　
　
そ
し
て
そ
の
上
、
気
侯
が
消
費
の
必
要
性
を
あ
る
い
は
多
く

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

あ
る
い
は
少
く
人
間
に
し
い
る
に
応
じ
て
。
し
か
し
な
が
ら
政
治
的
低

廉
と
い
う
も
の
は
、
必
要
と
さ
れ
る
す
べ
て
の
産
業
が
な
ん
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
、
過
剰
に
存
在
す
る
も
ぐ
り
の
業
者
が
少
数
で
あ
る
の
に
依

存
す
る
。
つ
ま
り
、
百
人
の
農
夫
で
営
め
る
の
と
同
じ
仕
事
を
二
百
人

で
営
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
穀
物
は
二
倍
だ
げ
高
価
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
割
合
は
、
余
剰
経
費
の
割
合
と
合
算
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な

い
（
す
た
わ
ち
、
か
り
に
上
述
の
よ
う
な
騰
貴
の
原
因
に
、
二
倍
の
必
要
経
費
が

加
算
さ
れ
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
）
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
自
然
価
格
§
巨
－

§
Ｈ
串
－
８
は
四
倍
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
四
倍
の

碗
格
が
、
自
然
的
根
翅
に
も
と
づ
い
て
計
算
さ
れ
た
、
真
実
の
政
治
的

価
格
巾
◎
Ｈ
ま
Ｓ
－
勺
ユ
８
で
あ
る
。
の
み
た
ら
ず
、
こ
の
政
治
的
価
格

が
普
通
の
人
為
的
な
標
準
銀
Ｏ
◎
昌
昌
◎
目
彗
饒
胃
邑
Ｃ
ｏ
－
く
９
と
比
例

せ
し
め
ら
れ
る
な
ら
ぱ
、
求
め
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
真
実
の
流
通

価
格
弍
亮
勺
ユ
８
０
毒
§
暮
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
一
五
四
～
一

五
五
ぺ
ー
ジ
）
。

　
さ
て
ま
ず
第
一
の
推
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
土
地
の
良
否
」
↓
差

額
地
代
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
追
求
課
題
と
は
一

応
切
り
は
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
問
題
は
、
第
二
、
第
三
の
推

論
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
（
二
九
三
）
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先
づ
第
二
の
推
論
の
検
討
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　
こ
の
文
章
の
カ
ギ
は
、
こ
こ
で
の
「
人
為
的
な
価
値
」
、
「
自
然
的
な

価
値
」
が
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま

ず
「
人
為
的
価
値
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
　
「
な
ぜ
た
ら
」

以
下
の
部
分
に
お
い
て
、
銀
を
「
そ
れ
自
身
と
し
て
は
不
必
要
な
も
の
」

と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ
の
場
合
の
銀
は
交
換
過
程
に
あ

る
銀
１
－
貨
幣
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
と
穀
物
と
の
「
比
例
」
関
係
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
人
為

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

的
な
価
値
」
と
は
、
銀
１
－
貨
幣
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
た
交
換
比
率
”
交

、
　
　
、
　
　
、

換
価
値
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
「
自
然
的
な
価
値
」

で
あ
る
。

　
ま
ず
「
穀
物
と
銀
と
の
あ
い
だ
の
比
例
」
に
よ
っ
て
は
示
さ
れ
な
い

も
の
と
し
て
の
「
自
然
的
な
価
値
」
と
い
う
点
か
ら
つ
め
て
み
る
と
、

こ
の
内
容
は
、
「
使
用
価
値
」
的
た
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
仮

定
の
と
こ
ろ
で
示
さ
れ
て
い
る
”
労
働
に
よ
っ
て
尺
度
さ
れ
た
交
換
価

値
〃
で
あ
る
か
、
の
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
う
る
。
そ
こ
で
次
に

「
た
ぜ
な
ら
」
以
下
の
「
人
為
的
な
価
値
」
の
説
明
部
分
を
「
自
然
的

な
価
値
」
と
の
関
連
で
み
て
ゆ
く
と
、
こ
の
部
分
は
、
「
有
用
な
も
の
」

と
「
不
必
要
な
も
の
」
と
の
比
較
で
あ
る
か
ら
「
自
然
的
な
価
値
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇
　
（
二
九
四
）

説
明
で
は
な
い
、
と
読
め
る
。
こ
の
点
か
ら
「
自
然
的
な
価
値
」
が

「
有
用
な
も
の
」
と
い
う
規
定
を
自
己
の
規
定
の
中
に
か
か
わ
ら
し
め

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
ペ
テ
ィ
に
お

い
て
は
、
　
「
有
用
な
も
の
」
１
１
有
用
性
と
い
う
規
定
を
自
己
の
規
定
の

中
に
か
か
わ
ら
し
め
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
「
自
然
的
価

値
」
１
１
使
用
価
値
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
は
い
え
な
い
。

　
ベ
テ
ィ
は
「
自
然
的
標
準
お
よ
び
尺
度
」
と
し
て
労
働
（
・
土
地
）
を

設
定
し
た
と
き
、
そ
の
根
拠
を
、
労
働
過
程
で
の
労
働
の
創
造
性
Ｈ
労

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

働
の
有
用
性
に
も
と
め
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
少
く
と

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
ペ
テ
ィ
自
身
に
と
っ
て
は
、
交
換
価
値
を
尺
度
す
る
労
働
は
、
そ
れ

自
身
有
用
な
労
働
で
あ
る
ま
ま
に
尺
度
と
な
っ
て
い
る
。
否
そ
れ
ば
か

り
で
は
な
く
尺
度
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
の
よ
う
な
ベ

テ
ィ
に
お
け
る
労
働
の
有
用
性
と
交
換
価
値
（
尺
度
）
と
の
関
係
を
ふ
ま

え
て
み
る
と
、
こ
の
部
分
で
の
「
自
然
的
な
価
値
」
を
「
有
用
性
」
と

し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
早
計
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
自
然
的
な
価
値
」

と
は
、
相
互
に
「
有
用
な
も
の
」
で
あ
っ
て
、
し
か
も
「
比
較
」
１
１
「
比

例
関
係
を
な
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
「
人
為
的
な
価
値
」
と

は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

す
な
わ
ち
、
仮
定
の
所
で
示
さ
れ
て
い
る
、
労
働
に
よ
っ
て
尺
度
さ
れ



、
　
、
　
、
　
、
．
、
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

た
交
換
価
値
で
あ
る
、
と
。

　
「
自
然
的
な
価
値
」
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
こ
の

第
二
の
「
推
論
」
全
体
の
意
味
は
”
労
働
に
よ
っ
て
尺
度
さ
れ
た
交
換

価
値
”
と
”
銀
ｕ
貨
幣
に
よ
っ
て
尺
度
さ
れ
た
交
換
価
値
”
と
の
関
係

を
問
題
に
し
た
も
の
と
し
て
把
握
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
す

で
に
わ
れ
わ
れ
が
み
て
き
た
、
外
在
的
価
値
尺
度
↓
内
在
的
価
値
尺
度

の
関
係
を
、
内
在
的
価
値
尺
度
↓
外
在
的
価
値
尺
度
の
関
係
に
お
い
て

問
題
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
第
二
の
推
論
の
意
味
を
理
解
す
る
と
き
、
第
三
の
推
論
と
の
関
連
が

明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
自
然
的
な
伽
値
」
↓
「
人

為
的
な
価
値
」
と
い
う
展
開
関
係
を
「
実
証
的
に
算
定
」
可
能
な
も
の

　
　
誰
の
目
に
も
み
え
る
秒
　
　
と
し
て
示
し
て
い
っ
た
の
が
、
第
三

の
推
論
で
の
展
開
で
あ
る
と
。
ベ
テ
ィ
は
第
二
と
第
三
推
論
を
、
第
二

の
理
論
的
展
開
関
係
を
第
三
で
「
実
証
」
す
る
と
い
う
関
連
で
と
ら
え

て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
第
三

の
「
推
論
」
で
の
ペ
テ
ィ
の
「
実
証
的
」
な
価
格
の
算
定
方
法
の
考
察

に
う
つ
ろ
う
。

　
ま
ず
冒
頭
の
、
「
そ
れ
が
自
然
的
に
高
い
か
安
い
か
は
：
…
」
の
「
そ

れ
が
」
は
何
を
指
す
か
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
部
分
の
課
題
が
「
諸

　
　
　
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

物
品
の
価
格
を
…
…
実
証
的
に
算
定
す
る
方
法
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

後
に
「
自
然
価
格
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
考
え
合
わ
せ

て
、
　
「
そ
れ
が
」
は
「
諾
物
品
の
自
然
価
格
」
の
こ
と
で
あ
る
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
そ
の
自
然
価
格
の
高
低
が
「
自
然
的
必
需

品
の
〔
生
産
に
〕
不
可
欠
な
人
手
の
多
少
に
依
存
す
る
」
と
い
う
。
ベ

テ
ィ
は
、
「
諸
物
品
の
自
然
価
格
」
算
定
の
問
題
を
、
諸
物
品
の
一
部

で
あ
る
「
自
然
的
必
需
品
」
の
価
格
算
定
の
問
題
に
還
元
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
展
開
方
法
は
、
　
一
諸
々
の
価
値
の
均
等
化
」
問

題
に
お
い
て
、
穀
物
と
銀
と
の
等
交
換
比
率
関
係
を
ま
ず
設
定
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
諸
々
の
価
値
均
等
化
」
を
「
基
礎
」
づ
げ
た
の
と
同
一

の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
は
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
そ
こ
で
「
自
然
的
必
需
品
の
：
・
…
依
存
す
る
」
と
い
う
部
分
の
検
討

に
う
つ
ろ
う
。
ま
ず
「
人
手
の
多
少
に
依
存
す
る
」
と
い
う
場
合
の

「
人
手
」
と
は
、
　
「
労
働
」
と
同
意
語
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な

る
。
も
し
同
意
語
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
こ
の
部
分
の
規
定
は
「
仮
定
」

で
の
「
穀
物
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
に
要
す
る
労
働
は
…
…
」
と
い
う
規
定
と

同
意
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も
「
労
働
」
と
い
う
こ
と
ぼ
を
使
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
何
故
わ
ざ
わ
ざ
「
人
手
」
｝
彗
雰
と
い
う
こ
と
ば
を
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
（
二
九
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
巻
・
第
二
号
）

う
必
要
が
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
人
手
」
と
「
労

働
」
と
で
は
、
明
ら
か
に
含
意
す
る
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

す
た
わ
ち
、
ベ
テ
ィ
が
「
人
手
」
と
い
う
場
合
、
彼
は
こ
の
こ
と
ぱ
に

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

よ
っ
て
労
働
す
る
主
体
１
１
人
問
を
指
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
て
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
。
彼
は
こ
こ
で
”
労
働
の
多
少
に
依
存
す
る
関
係
”
を
”
労
働
す
る

ル
臥
小
釦
久
に
依
存
す
る
関
係
”
へ
と
転
化
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き

で
は
た
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
「
人
手
」
１
１
”
労
働
す
る
人
間
”
と
解
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
部
分
の
例
証
と
し
て
の
そ
れ
に
つ
づ
く
「
一

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
、

人
の
男
が
：
…
・
六
人
分
の
…
…
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
部
分

と
ス
ム
ー
ズ
に
つ
た
が
り
う
る
と
い
え
る
の
で
は
た
か
ろ
う
・
か
。

　
そ
こ
で
こ
の
よ
う
た
想
定
を
証
明
す
る
意
味
で
も
、
こ
の
部
分
の

「
人
手
」
を
”
労
働
す
る
人
間
”
と
解
し
て
、
こ
の
部
分
を
考
察
し
て

み
よ
う
。
と
す
る
と
ペ
テ
ィ
の
命
題
は
、
自
然
価
格
の
高
低
は
「
自
然

的
必
需
品
の
〔
生
産
に
〕
不
可
欠
な
”
労
働
す
る
人
間
”
の
多
少
に
依

存
す
る
」
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
”
労
働
す
る
人
間
”
が
価
格
算
定
の
基

準
と
た
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
”
労
働
す
る
人
問
〃
の

「
労
賃
」
に
よ
る
算
定
と
解
し
う
る
。
さ
ら
に
「
労
賃
」
に
つ
い
て
、

ペ
テ
ィ
は
、
そ
れ
を
「
日
々
の
食
物
」
量
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

「
人
手
の
多
少
に
依
存
す
る
」
と
は
、
結
局
、
実
証
可
能
な
算
定
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
　
（
二
九
六
）

内
容
と
し
て
、
　
「
日
ヵ
の
食
物
」
の
多
少
（
何
人
分
）
に
依
存
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
と
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
部
分

が
「
人
手
」
↓
労
働
す
る
人
間
↓
労
賃
↓
「
目
々
の
食
物
」
量
と
い
う
連
関

を
軸
と
し
て
解
さ
れ
う
る
と
す
れ
ぱ
、
次
の
例
証
は
そ
れ
と
整
合
し
う

る
か
が
次
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
た
と
え
ぱ
穀
物
は
一
人
の
男

が
…
…
」
。
こ
こ
で
の
「
穀
物
」
と
は
、
「
仮
定
」
の
所
で
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
　
「
自
然
的
必
需
品
」
の
代
名
詞
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
算
定

が
「
労
働
」
に
も
と
づ
く
算
定
の
例
証
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
故
わ
ざ

　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、

わ
ざ
二
人
の
男
」
が
「
六
人
分
の
…
…
」
と
い
っ
た
表
現
を
と
っ
た

か
が
不
明
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
と
ら
え
て
き
た
よ
う
に
「
穀
物
何
ブ
ッ

シ
ェ
ル
に
よ
う
す
る
労
働
時
間
…
…
」
と
い
っ
た
捗
で
表
現
さ
れ
れ
ぱ

よ
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
例
証
は
、
内
容
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
解
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
「
一
人
の
男
」
す
た
わ
ち
一
人
の
労
働
す
る

人
間
の
「
日
々
の
食
物
」
量
が
十
人
分
の
「
穀
物
」
の
価
格
を
表
現
す

る
の
と
六
人
分
の
そ
れ
を
表
現
す
る
場
合
と
で
は
、
前
者
が
「
穀
物
」

の
単
位
あ
た
り
の
価
格
と
し
て
は
相
対
的
に
安
く
た
る
（
穀
物
一
人
分

の
価
格
が
％
対
％
）
と
。
「
自
然
的
必
需
品
・
　
安
い
よ
う
に
　
　
」
ま

で
の
部
分
の
叙
述
が
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
首
尾
一
貫

性
を
も
つ
も
の
と
し
て
解
し
う
る
と
す
れ
ほ
、
諸
物
品
の
実
証
的
な
算



定
と
し
て
の
「
諾
物
品
の
自
然
価
格
」
と
は
、
内
容
的
に
は
「
日
々
の

食
物
」
に
よ
る
算
定
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
「
自
然
価
格
」
が

こ
の
よ
う
な
内
容
規
定
に
お
い
て
把
握
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
続

く
「
気
侯
が
…
…
応
じ
て
」
ま
で
の
部
分
は
、
そ
の
算
定
基
準
と
Ｌ
て

の
「
日
々
の
食
物
」
量
そ
の
も
の
の
変
動
の
、
　
「
自
然
価
格
」
へ
の
影

響
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
規
定
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
　
「
仮
定
」
に
お

げ
る
「
味
が
よ
い
の
で
、
世
人
が
ニ
ブ
ヅ
シ
ェ
ル
用
い
」
と
い
う
部
分

に
照
応
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ

に
つ
づ
く
「
百
人
の
農
夫
で
い
と
な
め
る
の
と
同
じ
仕
事
を
二
百
人
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

…
」
と
は
、
「
人
手
」
Ｈ
「
目
々
の
食
物
」
の
外
的
要
因
に
。
よ
る
数
的

増
大
変
動
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
　
「
仮
定
」
に
お
け
る
「
百
人
し

か
必
要
で
な
い
の
に
二
百
人
・
…
：
」
と
い
う
部
分
に
照
応
す
る
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ペ
テ
ィ
は
、
諸
物
品
の
実
証
的
価
格
算
定
の
第
一
段
階
と
し
て
、

「
自
然
価
格
」
を
「
人
手
」
Ｈ
「
目
々
の
食
物
」
の
多
少
に
よ
っ
て
算

定
す
る
。
次
に
第
二
段
階
と
し
て
、
そ
の
場
合
の
内
容
的
算
定
基
準
と

し
て
の
「
日
々
の
食
物
」
の
二
つ
の
変
動
要
因
　
　
単
位
量
に
関
す
る

も
の
と
、
数
的
な
も
の
　
　
と
を
加
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
第
二
段
階

の
価
格
を
、
　
「
真
実
の
政
治
的
価
格
」
と
し
て
観
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

そ
れ
は
「
自
然
価
格
」
の
算
定
基
準
と
し
て
の
「
人
手
」
Ｈ
「
日
々
の

食
物
」
を
べ
ー
ス
に
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
ま
さ
し
く
「
自
然
的
根
拠

に
も
と
づ
い
て
計
算
さ
れ
た
」
価
格
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
段
階
と
し

て
、
こ
の
「
真
実
の
政
治
的
価
格
」
を
「
人
為
的
な
標
準
銀
」
と
の
比

例
関
係
に
お
い
て
、
銀
１
１
貨
幣
に
よ
る
測
定
次
元
に
転
化
し
た
も
の
を

ペ
テ
ィ
は
、
　
「
真
実
の
流
通
価
格
」
と
し
て
規
定
し
た
と
解
す
こ
と
が

で
き
よ
う
。
以
上
が
第
三
の
推
論
に
お
げ
る
ベ
テ
ィ
の
解
明
の
基
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

内
容
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
解
明
の
上
で
、
　
「
第
三
の
推
論
」
の
考
察
に
入
る
段

階
で
提
起
し
て
お
い
た
、
　
「
第
二
」
と
「
第
三
の
推
論
」
の
関
係
を
考

え
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ベ
テ
ィ
は
「
第

二
の
推
論
」
に
お
げ
る
「
自
然
的
な
価
値
」
↓
「
人
為
的
な
価
値
」
と

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
う
（
交
換
）
価
値
次
元
で
の
問
題
展
開
を
、
第
三
推
論
に
お
い
て
、

「
自
然
価
格
」
↓
「
人
為
的
な
標
準
銀
と
の
比
と
し
て
の
真
実
の
流
通

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

価
格
」
と
い
う
価
格
次
元
に
具
体
化
し
て
、
実
証
可
能
な
も
の
と
し
て

展
開
し
た
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
第
二
と
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

三
推
論
は
、
ペ
テ
ィ
の
価
値
”
価
格
論
の
中
心
軸
の
展
開
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

　
以
上
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
税
源
論
を
手
が
か
り
と
し
た
ペ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
（
二
九
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
巻
・
第
二
号
）

の
価
値
理
論
の
展
開
内
容
の
基
本
的
検
討
を
お
え
た
。
要
点
を
整
理
す

る
と
次
の
よ
う
に
た
る
。

」銀準標
「

箒」格価通流の実真
ｒ

じ

》象現《

」手人
「

＝」各布面｝

犬
…・

タ
’

自
「

》
．
一

麦
証
的
算
定
一
等

　
　
　
　
　
　
　
《

　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
」

側
剛
　
　
　
値

価
本
　
　
　
　
価

　
　
　
　
　
　
　
勺

な
　
《
　
　
　
　
　
　
　
自

　
　
　
　
　
　
　
犬
い

的
　
　
　
　
　
　
　
宍

為
　
　
　
　
　
　
自

　
　
　
　
　
　
　
ｒ

人
　
　
　
　
　
　
一

「

一
　
　
　
　
飢

」
艮
　
　
　
　
　
　
　
労

金
ｒ
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ

　
　
　
　
　
　
　
　
地

　
　
　
　
　
　
　
　
土

程過動イ労；程
．
過産生－－・

、

　
○
ペ
テ
ィ
は
流
通
世
界
に
お
け
る

銀
１
１
貨
幣
と
の
等
交
換
比
率
ｎ
交
換

価
値
の
根
拠
を
も
と
め
て
、
尺
度
機

能
論
を
媒
介
と
し
て
生
産
世
界
に
お

り
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
ペ
テ

ィ
独
特
の
労
働
把
握
を
ふ
ま
え
て
、

内
在
的
倣
値
尺
度
と
し
て
の
労
働

（
１
１
土
地
）
を
設
定
し
た
。

　
　
次
に
こ
う
し
た
内
在
的
価
値
尺

度
と
し
て
の
労
働
（
い
土
地
）
に
よ
る

（
交
換
）
「
価
値
づ
け
」
を
、
再
び
出

発
点
の
銀
Ｈ
貨
幣
に
よ
る
（
交
換
）

「
価
直
っ
け
」
へ
と
「
実
証
」
可
能

た
も
の
と
し
て
演
澤
的
に
還
帰
す
る

と
い
う
視
角
か
ら
、
価
格
論
を
構
成
、

展
開
し
た
。

　
　
以
上
の
よ
う
た
、
流
通
世
界
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
　
（
二
九
八
）

生
産
世
界
↓
流
通
世
界
と
い
う
展
開
方
法
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

価
値
」
価
格
理
論
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
ペ
テ
、
の
経
済
杜

会
の
統
一
原
理
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
＠
こ
う
し
た
基
本
内
容
を
も
つ
ベ
テ
ィ
の
価
値
理
論
は
、
い
ま
だ
交

換
価
値
を
生
産
世
界
で
の
価
値
生
産
に
、
よ
っ
て
明
確
に
、
根
拠
づ
げ
る
こ

と
は
な
し
え
て
い
た
い
と
し
て
も
、
そ
れ
へ
の
第
一
歩
を
ふ
み
だ
し
た

も
の
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
う
る
。

　
（
１
０
）
　
ペ
テ
ィ
が
こ
こ
で
「
副
次
的
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
財
政
論
次
元

　
　
　
で
み
た
場
合
に
は
そ
れ
は
す
で
に
解
決
さ
れ
た
前
提
で
た
げ
れ
ば
な
ら

　
　
　
な
い
こ
と
、
す
た
わ
ち
財
政
論
と
し
て
は
「
副
次
的
」
と
い
う
意
味
で

　
　
　
あ
る
。
ペ
テ
ィ
の
全
体
の
理
論
構
成
上
で
は
あ
き
ら
か
に
根
本
的
問
題

　
　
　
で
あ
る
。

　
（
ｕ
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
（
上
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
１
２
）
　
こ
の
こ
と
自
身
の
直
的
接
た
正
面
か
ら
の
解
答
は
『
ア
イ
ア
ラ
ン
ド

　
　
　
の
政
治
的
解
剖
』
の
中
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
『
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
政

　
　
　
治
的
解
剖
』
（
岩
波
文
庫
版
・
二
三
二
～
ニ
ニ
六
ぺ
ー
ジ
）
に
お
い
て
解

　
　
　
答
が
出
さ
れ
え
た
も
の
は
、
行
論
の
中
で
示
し
て
い
く
「
実
証
的
な
価

　
　
　
格
の
算
定
方
法
」
に
つ
い
て
の
『
租
税
貢
納
論
』
段
階
で
の
展
開
が
不

　
　
　
可
欠
の
前
提
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
ペ
テ
ィ
は
、
こ
こ
で
、

　
　
　
問
接
的
に
は
ほ
ぽ
問
題
へ
の
解
答
を
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

　
　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
（
１
３
）
　
こ
の
部
分
の
原
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
、
。
弓
ま
一
§
け
貢
Ｓ
－

　
　
　
ｑ
§
箏
婁
彗
ｑ
９
麸
君
馨
｛
８
雪
房
毛
９
薫
｛
署
冒
昌
Ｏ
ｈ
¢



（
１
４
）

ブ
～
箏
ｑ
ｏ
ｏ
『
ｏ
Ｏ
自
げ
饒
ｏ
〇
　
一
〇
　
づ
¢
ｏ
ｏ
ｏ
つ
ｏ
ｏ
與
ユ
ｏ
ｏ
ｏ
　
ｏ
ｈ
　
オ
～
け
亘
『
〇
一
　
＞
ｏ
ｏ
　
Ｏ
◎
Ｈ
箏
　
げ

ｏ
－
５
”
勺
０
ｈ
考
－
０
Ｈ
０
◎
目
ｏ
昌
９
箏
り
Ｈ
◎
Ｐ
厚
ｏ
¢
ｏ
つ
Ｏ
ｏ
Ｈ
目
｛
◎
ｈ
８
箏
－
一
｝
ｐ
箏
考
プ
０
ｈ
¢

ぎ
Ｏ
彗
ｑ
◎
亭
Ｏ
寿
¢
巨
二
９
己
。
一
ご
竃
Ｏ
ミ
巨
邑
一
；
Ｏ
Ｏ
冒
Ｐ
ぎ
。
・
碧

一
ぱ
¢
Ｏ
－
昌
”
け
ｏ
ｑ
げ
り
◎
ｏ
ｏ
¢
ｏ
ｏ
旨
ｏ
箏
一
◎
Ｐ
目
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
旨
Ｋ
◎
｛
０
Ｄ
り
ｏ
ｂ
ｑ
－
箏
囚
旨
ｏ
『
ｏ

Ｏ
Ｈ
－
０
の
乙
Ｏ
．
団
貫
叶
：
一
…
一
、
、

　
大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
氏
の
訳
で
は
、
オ
蔓
邑
…
…
以
下
の
部
分

が
Ｏ
ｏ
；
の
価
格
の
問
題
と
し
て
内
容
的
に
把
握
さ
れ
て
訳
さ
れ
て
い

る
。
「
〔
価
値
〕
が
自
然
的
に
高
い
か
安
い
か
は
、
自
然
的
必
需
晶
の
生

産
に
不
可
欠
な
人
手
の
多
少
に
依
存
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
穀
物
は
、
一

人
の
男
が
六
人
分
の
穀
物
し
か
生
産
し
え
た
い
と
こ
ろ
よ
り
も
、
か
れ

が
十
人
分
の
穀
物
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
方
が
安
い
こ
と
、
し
か
も
、

気
侯
し
だ
い
で
世
人
が
あ
る
い
は
多
く
、
あ
る
い
は
す
く
た
く
そ
れ
を

消
費
す
る
の
を
必
要
と
す
る
気
に
な
ら
さ
れ
る
の
に
応
じ
て
〔
穀
物
価

格
も
上
下
す
る
こ
と
〕
」
（
一
五
五
ぺ
－
ジ
）
。

　
こ
の
よ
う
な
訳
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
疑
問
を
も
つ
。
オ
｛
乎
巴
一

…
…
以
下
は
「
人
手
」
に
よ
る
「
自
然
価
格
」
規
定
の
上
に
次
の
「
真

実
の
政
治
的
価
格
」
規
定
に
か
か
わ
る
規
定
要
素
と
し
て
考
え
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
渡
辺
輝
雄
氏
の
大
内
兵
衛

・
松
川
七
郎
氏
の
訳
へ
の
指
摘
（
『
創
設
者
の
経
済
学
』
　
五
九
～
六
五

ぺ
ー
ジ
）
は
、
一
面
で
賛
成
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
渡
辺
氏
が
、
自

然
価
格
の
規
定
要
素
と
し
て
「
人
手
」
と
と
も
に
オ
き
訂
一
Ｈ
…
…
以
下

の
「
気
侯
風
土
：
－
：
」
の
問
題
を
組
み
込
ま
れ
て
い
る
点
で
は
疑
問
を

持
つ
。

　
こ
こ
で
の
「
自
然
的
価
値
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
堀
経
夫
氏
（
『
経

済
学
史
論
』
一
九
＝
二
－
三
年
）
、
平
瀬
已
之
吉
氏
（
『
経
済
学
の
古
典

ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

と
近
代
』
時
潮
社
、
一
九
五
四
年
）
、
松
川
七
郎
氏
（
岩
波
文
庫
『
租

税
貢
納
論
』
訳
者
解
沈
）
等
が
、
労
働
に
よ
る
「
価
値
」
規
定
と
し
て

把
握
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
渡
辺
輝
雄
氏
（
前
掲
書
、
五
八
～

五
九
ぺ
ー
ジ
）
が
「
有
用
な
も
の
」
↓
”
使
用
価
値
〃
と
い
う
解
釈
を

提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
本
論
で
の
べ
た
よ
う
に
、
渡

辺
氏
の
説
に
は
賛
成
し
が
た
い
。
　
こ
の
点
で
「
自
然
的
な
価
値
」
１
１

〃
使
用
価
値
”
と
し
た
場
合
の
い
く
つ
か
の
疑
問
を
こ
こ
に
付
記
し
て

お
こ
う
。

　
の
ペ
テ
ィ
は
「
価
値
均
等
化
」
の
解
明
の
と
こ
ろ
で
、
明
ら
か
に

「
自
然
的
な
価
値
を
」
労
働
に
も
と
づ
く
交
換
価
値
と
し
て
規
定
し
て

い
る
（
八
○
ぺ
ー
ジ
）
。
◎
ペ
テ
ィ
が
「
自
然
的
」
と
い
う
場
合
に
は

”
有
用
性
〃
と
い
う
意
味
で
は
た
く
、
自
然
の
法
視
座
に
も
と
づ
く
も

の
と
し
て
、
　
〃
本
賃
的
た
も
の
”
を
示
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ぼ
「
自
然
的
標
準
お
よ
び
尺
度
」
と
い
っ
た
よ
う
に
。
◎
ペ
テ

ィ
は
他
の
個
所
（
八
九
ぺ
ー
ジ
）
で
”
使
用
価
値
〃
と
思
わ
れ
る
規
定

を
「
内
在
的
価
値
」
ミ
ュ
房
－
鼻
く
巴
亮
と
い
う
表
現
で
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
以
上
、
こ
の
部
分
の
「
自
然
的
な
価
値
」
を
〃
使
用
価
値
”
と

し
た
場
合
、
こ
の
部
分
以
外
の
個
所
と
の
、
ま
た
ペ
テ
ィ
の
全
体
の
用

語
使
用
の
流
れ
と
の
不
整
合
性
を
示
し
た
。
ｅ
こ
の
部
分
そ
の
も
の
に

お
い
て
も
、
　
”
使
用
価
値
〃
と
解
Ｌ
た
場
合
に
は
、
「
穀
物
と
銀
の
あ

い
だ
の
比
例
」
が
〃
使
用
価
値
”
の
表
現
で
な
い
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て

い
る
、
と
い
う
意
味
に
な
り
、
こ
れ
で
は
わ
ざ
わ
ざ
第
二
の
「
推
論
」

と
し
て
示
す
に
は
明
白
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ

う
な
諸
点
か
ら
も
、
こ
こ
の
「
自
然
的
な
価
値
」
を
”
使
用
価
値
〃
と

解
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
一
五
．
（
二
九
九
）
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（
１
５
）
第
三
の
「
推
論
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
輝
雄
氏
の
綴
密
た
研

　
　
究
が
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
本
論
で
示
し
た
点
か
ら
い
っ
て
、

　
　
渡
辺
氏
の
研
究
か
ら
多
く
の
も
の
を
教
え
ら
れ
つ
つ
も
、
疑
問
を
感
じ

　
　
ざ
る
を
え
た
い
。
そ
の
要
点
は
、
◎
「
人
手
」
Ｈ
「
労
働
」
と
解
し
て

　
　
お
ら
れ
る
点
。
本
論
で
示
し
た
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
、
「
人
手
」
と
は

　
　
”
労
働
主
体
と
し
て
の
人
間
”
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
◎
そ
れ
と
か

　
　
か
わ
っ
て
、
「
自
然
的
価
格
」
の
規
定
要
因
に
、
「
人
手
」
…
「
労
働
」
と
、

　
　
「
労
働
の
価
格
」
刊
「
食
物
」
と
い
う
、
　
「
二
つ
の
別
個
の
思
想
が
全

　
　
く
同
一
視
さ
れ
、
結
合
さ
れ
て
」
い
る
と
し
て
お
ら
れ
る
点
。
こ
の
点

　
　
に
つ
い
て
は
、
「
自
然
的
価
格
」
を
二
つ
の
要
因
か
ら
規
定
さ
れ
る
前

　
　
提
と
な
っ
て
い
る
「
気
侯
風
土
…
…
」
の
部
分
を
、
　
「
自
然
的
価
値
」

　
　
の
規
定
要
因
と
よ
ま
れ
る
こ
と
自
体
に
疑
問
を
も
つ
。
＠
な
お
ま
た
全

　
　
体
と
し
て
、
こ
こ
で
の
「
価
値
」
と
「
価
格
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

　
　
ペ
テ
ィ
自
身
は
そ
の
区
別
を
、
「
実
証
」
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
否
か

　
　
と
い
う
点
に
も
と
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
し
た
が
っ
て
、

　
　
ペ
テ
ィ
た
り
の
区
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
客
観
的
に
み
れ
ば
、

　
　
「
価
値
」
１
本
質
↓
「
価
格
」
１
１
現
象
と
い
う
関
係
に
。
な
っ
て
い
る
の

　
　
で
は
た
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
全
体
と
し
て
渡
辺
氏
の
激
密

　
　
な
研
究
に
つ
い
て
は
充
分
に
理
解
し
え
て
い
な
い
点
が
あ
る
か
も
知
れ

　
　
た
い
。
今
後
な
お
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。
ま
た
平
瀬
己
之
吉
氏
の

　
　
見
解
に
も
、
　
「
人
手
」
Ｈ
「
労
働
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
点
、
ペ
テ
ィ
に

　
　
お
げ
る
「
価
値
」
と
「
価
格
」
の
混
同
を
指
摘
さ
れ
る
、
点
な
ど
で
、

　
　
渡
辺
氏
に
対
す
る
と
同
様
、
疑
問
点
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に

　
　
つ
い
て
も
今
後
次
お
検
討
を
重
ね
た
い
と
思
う
。

　
　
　
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
（
『
マ
ル

二
一
六
（
三
〇
〇
）

ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
２
６
１
、
大
月
書
店
、
四
四
五
～
四
四
七
ぺ

－
ジ
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

　
ま
ず
ペ
テ
ィ
が
「
自
然
価
格
」
、
「
政
治
的
価
格
」
　
「
真
実
の
市
場
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

格
」
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
あ
と
で
、
「
自
然
価
格
と
い
っ

て
い
る
の
は
、
事
実
上
、
価
値
の
こ
と
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た

わ
れ
わ
れ
が
諸
物
晶
の
価
格
の
労
賃
１
１
「
日
々
の
食
物
」
量
に
よ
る
規

定
と
し
て
把
握
し
た
「
自
然
的
に
高
い
か
安
い
か
・
…
：
」
の
部
分
は
、

「
労
働
の
価
値
」
規
定
に
つ
い
て
の
ペ
テ
ィ
解
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

す
た
わ
ち
、
こ
の
部
分
を
「
労
働
が
安
い
か
高
い
か
は
、
二
つ
の
事
情
、

す
な
わ
ち
、
自
然
の
豊
か
さ
と
、
気
侯
風
土
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
支

出
（
欲
求
）
の
程
度
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と

し
て
解
釈
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
解
釈
に
お
い
て
、
ま
ず
「
自
然
価
格
」
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

価
値
と
い
う
把
握
は
、
本
論
で
の
わ
れ
わ
れ
の
検
討
か
ら
み
て
賛
成
し

が
た
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
「
労
働
の
価
値
」
把
握
と
し
て
の

後
者
の
引
用
部
分
の
把
握
に
つ
い
て
も
、
こ
の
部
分
を
全
体
と
し
て

「
労
働
の
価
値
」
１
－
「
労
賃
」
の
規
定
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
た

ん
と
し
て
も
強
引
す
ぎ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
本
論
で
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
諸
物
晶
の
価
格
が
「
労
働
の
価
値
」
”
「
目
々
の
食
物
」
量
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
こ
の
部
分
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
論
理
一
貫
性
を
も
っ
た
解
釈
が
成
立
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
部
分
を
「
労
働
の
価
値
」
と
の
関
係

で
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
一
定
の
ヒ
ン
ト
を
わ
れ
わ
れ
に

与
え
て
く
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
な
お
ペ
テ
ィ
の
価
値
理
論
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
今
ま
で
に



ふ
れ
た
も
の
以
外
に
も
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
馬
場
啓
之
助
『
経

済
学
の
哲
学
的
基
礎
』
（
同
文
館
、
一
九
五
二
年
）
、
小
林
昇
「
経
済
思

想
史
に
あ
ら
わ
れ
た
移
行
の
問
題
」
（
『
西
洋
経
済
史
講
座
』
（
Ｗ
）
岩
波

書
店
、
一
九
六
〇
年
、
所
収
）
、
松
田
弘
三
『
科
学
的
経
済
学
の
成
立

過
程
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）
、
平
井
俊
彦
「
経
済
理
論
の
生
誕
」

（
『
世
界
歴
史
』
第
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
所
収
）
等
々
。

四
　
経
済
杜
会
の
全
体
的
構
造

　
わ
れ
わ
れ
は
前
節
に
お
い
て
、
税
源
論
を
手
が
か
り
と
し
て
、
ベ
テ

ィ
の
価
値
理
論
を
解
明
し
た
。
そ
こ
で
次
に
。
、
価
値
理
論
を
根
底
に
お

い
た
上
で
、
ペ
テ
ィ
が
経
済
杜
会
の
全
体
的
構
造
を
ど
の
よ
う
に
構
想

し
て
い
た
か
を
、
　
「
人
民
の
富
」
の
増
進
論
を
中
軸
と
し
て
解
明
し
て

ゆ
こ
う
。
な
お
ペ
テ
ィ
に
は
、
一
六
六
五
年
の
後
半
に
。
執
筆
さ
れ
た
と

推
定
さ
れ
る
、
戦
時
下
（
対
オ
ラ
ン
ダ
戦
争
）
財
政
論
と
し
て
の
『
賢
者

に
は
；
目
を
も
っ
て
足
る
』
と
い
う
小
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
租
税
貢

納
論
』
が
財
政
一
般
論
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
特
殊
、
具
体
論
と

し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
展
開
の
基
礎
に
な
っ

て
い
る
の
が
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
の
「
人
民
の
富
」
の
「
価
値
」

算
定
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
節
の
理
論
的
解
明
の
中
で
は
、
適
時

『
賢
老
に
は
；
口
を
も
っ
て
足
る
』
を
も
検
討
の
対
象
と
し
て
ゆ
く
こ

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

と
に
す
る
。

　
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
ペ
テ
ィ
が
「
人
民
の
富
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
を
み
て
ゆ
こ
う
。

　
ペ
テ
ィ
は
経
費
論
の
中
て
次
の
よ
う
に
。
い
う
。
　
　
　
「
こ
の
国
の
す

べ
て
の
富
事
ｓ
－
亭
　
　
土
地
・
家
屋
・
船
舶
・
諸
物
品
・
家
具
・
銀

器
・
お
よ
ぴ
貨
幣
　
　
の
う
ち
で
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
百
分
の
一
が
鋳

貨
で
あ
る
と
い
う
こ
と
…
…
」
（
六
一
ニ
ペ
ー
ジ
）
と
。
今
ま
で
の
検
討
を

ふ
ま
え
て
、
ペ
テ
ィ
の
「
富
」
１
１
「
人
民
の
富
」
に
つ
い
て
の
こ
の
よ

う
な
記
述
を
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
三
点
を
提
示
す
る
こ
と
が

で
き
ょ
う
。

　
○
ベ
テ
ィ
は
、
真
の
富
１
１
銀
・
金
貨
幣
と
い
う
重
金
主
義
Ｈ
重
商
主

義
的
富
把
握
を
脱
皮
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
貨
幣
は
、
一
国
の
産
業

交
易
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
し

て
把
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
　
彼
は
富
の
実
体
を
、
生
産
物
一
般
の
次

元
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
。
　
こ
こ
で
の
「
富
」
は
、
貨
幣
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

同
一
次
元
に
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
　
”
杜
会
的
富
”
で
あ
る

こ
と
。
こ
う
し
た
ペ
テ
ィ
の
「
富
」
に
関
す
る
了
解
点
を
手
が
か
り
と

し
て
、
彼
の
「
富
」
の
内
的
構
造
の
解
明
に
す
す
も
う
。

　
ベ
テ
ィ
は
「
富
」
を
生
産
過
程
の
次
元
に
お
い
て
規
定
し
て
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
　
（
三
〇
一
）
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う
に
い
う
。
　
　
「
土
地
か
富
の
母
で
あ
る
よ
う
に
、
労
働
は
富
の
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
６
）

で
あ
り
、
そ
の
能
動
的
要
素
碧
饒
き
肩
ぎ
Ｏ
包
¢
で
あ
る
」
（
一
一
九

ぺ
－
ジ
）
。
彼
は
生
産
過
程
次
元
に
お
い
て
、
「
労
働
」
を
そ
の
「
能
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

的
要
素
」
と
し
て
「
富
」
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

、
　
　
、

場
合
の
「
富
」
と
は
、
す
で
に
み
た
「
富
」
１
－
”
杜
会
的
富
〃
で
は
な

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

く
、
　
”
質
料
的
富
”
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ペ
テ
ィ
は
「
富
」
を
内
容
的
に
は
、
　
”
質
料
的
富
”
と
”
杜
会
的

富
〃
と
い
う
二
つ
の
規
点
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
ベ
テ
ィ
の
「
富
」
の
内
的
構
造
の
解
明
と
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の

「
富
」
観
定
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
設
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
に
っ
い
て
の
ベ
テ
ィ
の
解

答
を
、
「
賃
料
」
（
土
地
の
賃
料
”
地
代
）
と
「
富
」
（
土
地
）
の
関
係
に
つ

い
て
の
彼
の
展
開
の
中
に
み
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ペ
テ
ィ
は
「
賃
料
」
の
内
的
構
造
を
次
の
よ
う
に
解
明
し
て
ゆ
く
。

¢
す
で
に
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
ベ
テ
ィ
は
一
定
の
貨
幣
量
と
し

て
現
わ
れ
て
い
る
「
賃
料
」
（
１
剰
余
交
換
価
値
）
の
源
泉
を
求
め
て
生
産

過
程
に
お
り
て
ゆ
き
、
そ
こ
に
剰
余
生
産
物
を
み
い
出
す
。
◎
そ
れ
自

身
と
し
て
は
単
た
る
剰
余
生
産
物
１
１
使
用
価
値
に
す
ぎ
な
い
も
の
を

「
賃
料
」
に
な
る
剰
余
生
産
物
と
し
て
観
定
し
、
こ
れ
を
「
純
所
収
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
　
（
三
〇
二
）

　
　
）
　
　
　
　
（
Ｈ
可
能
的
剰
余
交
換
価
値
）
と
し
て
一
般
的
に
規
定

　
　
値

）
　
　
価
　
　
　
す
る
。
　
そ
れ
が
一
定
の
貨
幣
量
と
し
て
の
「
賃
料
」

値
　
　
換

鮎
絞
　
と
し
て
実
現
さ
れ
る
一
剰
余
交
換
程
可
能
的
剰
全
父

交
　
　
剰一

－
灘
、
ボ
篶
然
汽
一
ジ
一

料
「
　
　
余

賃
剰
そ
く
し
て
可
能
な
限
り
正
確
に
評
価
す
る
と
す
れ
ぱ
、
こ

「
　
　
　
　
　
　
　
う
し
た
表
現
に
た
る
の
で
は
た
か
ろ
う
か
）
。

　
よ
う
す
る
に
ベ
テ
ィ
の
「
賃
料
」
（
地
代
）
の
内
的
構
造
は
、
使
用
価

値
的
規
定
と
交
換
価
値
的
観
定
が
、
前
者
は
生
産
過
程
で
の
規
定
、
後

者
は
流
通
過
程
で
の
規
定
と
し
て
、
　
「
純
所
収
」
Ｈ
可
能
的
剰
余
交
換

価
値
規
定
を
媒
介
と
し
て
立
体
的
に
構
成
さ
れ
る
構
造
と
し
て
あ
る
、

と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
土
地
の
賃
料
」
に
つ
い
て
の
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
基
礎
と
し
て
「
貨
幣
の
賃
料
」
１
１
「
利
子
」
を
も
「
地
代
」
に
還
元

し
て
解
明
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
「
貨
幣
賃
料
ま
た
は
か
わ
せ
料
の
自

然
的
標
準
は
な
に
か
。
貨
幣
賃
料
の
最
低
限
に
つ
い
て
は
、
そ
の
安
全

性
に
っ
い
て
疑
問
が
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
借
り
た
貨
幣
で
買
え
る
だ
け

の
土
地
か
ら
あ
が
る
地
代
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」
（
八
五
ぺ
ｉ
ジ
）
。
結
局

ベ
テ
ィ
は
一
切
の
「
賃
料
」
を
、
　
「
土
地
の
賃
料
」
を
基
礎
と
し
て
解

　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

い
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
　
「
賃
料
」
が
以
上
の
よ
う
な
内
的
構
造
を
も
つ
と
す
れ
ぼ
、
次
に
は

こ
の
「
賃
料
」
と
「
富
」
と
の
関
係
が
問
わ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
ペ
テ
ィ
は
い
う
。
　
　
「
地
代
す
な
わ
ち
用
益
権
の
一
年
当
り
の
価

値
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ぎ
の
問
題
は
、
永
代
無
条
件
相

続
地
の
白
然
的
た
値
い
は
（
わ
れ
わ
れ
の
日
常
用
語
で
）
ど
れ
だ
け
の
購

買
年
数
で
あ
る
か
で
あ
る
。
か
り
に
わ
れ
わ
れ
が
無
限
数
を
口
に
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
一
エ
イ
カ
の
土
地
は
　
　
そ
の
価
値
に
つ

い
て
は
　
　
同
じ
土
地
千
エ
イ
カ
の
そ
れ
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
、
一
単
位
の
無
限
大
は
千
単
位
の
無
隈
大
に
等
し
い
か
ら
。
こ
れ

は
馬
鹿
げ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
有
限
数
を

定
め
な
く
て
は
た
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
そ
れ
を
、
す
べ
て
が

い
っ
し
ょ
に
生
活
し
て
い
る
一
人
の
五
十
才
の
人
、
他
の
一
人
の
二
十

八
才
の
人
、
も
う
一
人
の
七
才
の
人
、
す
な
わ
ち
祖
父
・
父
・
子
が
、

と
も
に
生
き
て
ゆ
け
る
年
数
で
あ
ろ
う
と
了
解
し
て
い
る
。
：
－
－
こ
の

見
地
か
ら
、
私
は
、
な
ん
ら
か
の
土
地
が
自
然
的
に
値
い
す
る
購
買
年

数
を
、
右
の
よ
う
な
三
人
の
人
の
生
命
が
通
常
継
続
す
る
範
囲
で
あ
る

と
定
め
る
。
現
在
、
イ
ン
グ
ラ
ソ
ド
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
三
人

の
生
命
〔
が
継
続
す
る
期
間
〕
を
二
十
一
年
と
推
定
し
、
し
た
が
っ
て

土
地
の
価
値
も
ま
た
ほ
ぽ
同
じ
購
買
年
数
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
」

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

（
八
○
～
八
一
ぺ
－
ジ
）
。

　
ベ
テ
ィ
は
、
　
「
土
地
の
価
値
」
Ｈ
土
地
の
「
富
」
量
を
「
土
地
の
賃

料
」
１
１
地
代
か
ら
逆
算
し
て
算
定
す
る
の
で
あ
る
（
「
富
」
量
１
－
「
賃
料
」
ｘ

「
購
買
年
数
」
）
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
ペ
テ
ィ
が
「
土
地
」
の
「
富
」

　
　
　
　
　
　
　
　
、

の
量
的
規
定
（
「
価
値
」
量
計
算
）
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
　
「
土
地
」
が
「
富
」
で
あ
る
こ
と
の
質
的
規
定
と

　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、

し
て
、
　
「
賃
料
」
（
地
代
）
を
生
む
も
の
と
い
う
規
定
が
あ
る
と
考
え
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
ベ
テ
ィ
の
「
富
」
が
「
賃
料
」
を
生
む

も
の
と
し
て
「
富
」
で
あ
り
、
「
賃
料
」
か
ら
の
逆
算
で
そ
の
量
が
算

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
ベ
テ
ィ
の
「
富
」
の
内
的
構
造
は

期
本
的
に
は
「
賃
料
」
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

ベ
テ
ィ
の
「
富
」
の
内
的
構
造
に
お
げ
る
”
質
料
的
富
”
と
”
杜
会
的

富
〃
の
関
係
は
、
生
産
過
程
で
の
”
質
料
的
富
〃
規
定
と
流
通
過
程
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
”
杜
会
的
富
”
規
定
と
が
立
体
的
に
関
わ
る
こ
と
（
後
者
が
前
者
を
自

己
成
立
の
不
可
欠
要
素
と
し
て
い
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
、
ペ
テ
ィ
の
「
富
」

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
内
的
構
造
の
二
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ベ
テ
ィ
の
「
富
」
の
内
的
構
造
に
つ
い
て

考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
う
ら
づ
け
る
意
味
で

ベ
テ
ィ
の
展
開
を
引
用
し
、
そ
の
意
味
づ
け
を
お
こ
な
っ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
　
（
三
〇
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
巻
・
第
二
号
）

ペ
テ
ィ
は
『
賢
者
に
は
；
冒
を
も
っ
て
足
る
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
の

べ
て
い
る
。
　
　
「
わ
れ
わ
れ
が
国
民
の
富
・
資
財
ｃ
ｏ
ざ
鼻
．
ま
た
は

準
備
（
金
）
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
以
前
の
ま
た
は
過
去
の
労
働

の
成
果
で
あ
る
」
（
岩
波
文
庫
、
一
七
九
ぺ
ー
ジ
）
。
　
彼
が
こ
こ
で
「
国
民

の
富
」
・
「
資
財
」
「
準
備
（
金
）
」
と
い
っ
て
い
る
も
の
が
”
杜
会
的
富
・

（
交
換
価
値
）
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
う
し

た
”
杜
会
的
富
”
が
生
産
過
程
１
１
労
働
過
程
に
お
げ
る
労
働
（
具
体
的

・
有
用
的
労
働
）
の
「
成
果
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

今
み
て
き
た
「
富
」
の
内
的
構
造
を
ベ
テ
ィ
が
端
的
に
示
し
て
い
る
も

の
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
ベ
テ
ィ
の
「
富
」
の
基
本
的
性
格
づ
け

を
お
こ
な
っ
て
お
こ
う
。
今
ま
で
の
検
討
に
お
い
て
、
　
「
富
」
と
し
て

の
「
土
地
」
は
、
そ
れ
が
「
賃
料
」
を
生
む
も
の
と
し
て
「
富
」
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
「
土
地
」
そ
の
も
の
が
「
賃
料
」
１
１
地
代
を
生
む

わ
け
は
た
い
。
と
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
ベ
テ
ィ
に
あ
っ
て
は
「
賃
料
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
生
む
関
係
が
「
土
地
」
に
擬
制
的
に
お
し
つ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
　
「
土
地
」
が
「
富
」
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
「
土
地
」
は
、
　
”
擬
制
資
本
的
富
”
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

基
本
的
に
性
格
づ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
　
（
三
〇
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ベ
テ
ィ
の
「
富
」
の
構
造
を
静
能
的
に
解

明
し
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
　
「
富
」
１
擬
制
資
本
的
富
と
い
う
基
本
性

格
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ベ
テ
ィ
の
「
富
」
の
動
能
的
構
造
１
１
「
富
」
の
増
進
構
造
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
「
富
」
概
念
を
よ
り
鮮
明
に
し
て
ゆ
こ
う
。
こ

の
こ
と
は
ま
た
、
当
然
、
こ
の
段
階
　
　
ニ
ハ
六
〇
年
代
　
　
で
の
ペ

テ
ィ
の
経
済
杜
会
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
ぺ
こ
と
に
も
な
る
は

ず
で
あ
る
。

　
ベ
テ
ィ
は
『
賢
者
に
は
；
貢
を
も
っ
て
足
る
』
に
お
い
て
、
そ
の
政

策
論
展
開
の
基
礎
と
し
て
「
人
民
の
富
」
の
具
体
的
「
価
値
」
算
定
を

お
こ
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
の
考
察
の
手
が
か

り
と
し
よ
う
。

　
彼
の
「
人
民
の
富
」
算
定
の
結
論
を
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

（
１
９
）

る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
人
民
の
富
」
算
定
に
つ
い
て
の
図
表
を
み
る
と
き
、

わ
れ
わ
れ
は
次
の
諸
点
を
ま
ず
指
摘
で
き
る
。
　
¢
ペ
テ
ィ
は
こ
こ
で

「
人
民
の
富
」
総
体
の
交
換
価
値
算
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
。
　

そ
れ
は
「
人
民
の
個
人
的
支
出
１
－
「
食
・
住
・
衣
お
よ
び
そ
の
他
す
べ

て
の
必
需
品
」
の
た
め
の
支
出
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
に
み
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８
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０
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３

値
ｏ
／

価
刈
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ド

地
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壮
ポ

島
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蝸

ド
年
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ン
買
値

ポ
購
価
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の
の

位
地
民

単
土
人

ｏ
　
　
ｏ
　
　
ｏ

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

こ
の
「
労
働
の
年
所
収
」
を
生
む
も
の
と
し
て
「
人
民
の
価
値
」
を
算

　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

あ
っ
た
年
所
収
、
「
富
」

を
逆
算
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
「
人
民
」
も
「
富
」
の

中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ

と
。　

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
「
人

民
」
の
「
価
値
」
化
に
つ

い
て
検
討
し
よ
う
。
こ
こ

で
は
、
年
支
出
総
額
が
四

〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
る

の
に
た
い
し
て
、
「
国
由
昌
」

は
一
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の

「
年
所
収
」
し
か
も
た
ら

さ
な
い
。
そ
こ
で
残
り
の

二
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
が

「
労
働
の
年
所
収
」
か
ら

　
　
そ
し
て
ペ
テ
ィ
は
、

定
し
て
ゆ
く
。
そ
の
場
合
の
算
定
の
基
準
は
、
「
地
代
」
か
ら
の
「
土

地
」
の
価
値
算
定
と
同
一
の
方
法
に
。
よ
る
も
の
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ば
、
「
地
代
」
↓
「
土
地
」
の
「
富
」
化
の
類
推
と
し
て
、
「
労
働
の
所

収
」
↓
「
人
民
」
の
「
富
」
化
を
お
こ
な
っ
て
い
る
１
の
で
あ
る
（
「
人

民
の
価
値
」
Ｈ
労
働
の
年
所
収
Ｘ
「
人
類
種
族
」
の
購
買
年
数
）
。
よ
う
す
る
に

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ペ
テ
ィ
は
、
　
「
労
働
」
に
よ
っ
て
「
所
収
」
を
生
み
出
す
関
係
の
擬
制

、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
し
て
、
　
「
人
民
」
を
「
富
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
人
民
」
の

「
富
」
化
に
お
い
て
も
、
　
「
富
」
の
擬
制
資
本
的
富
と
し
て
の
基
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

性
格
は
貫
徹
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
「
人
民
」
の
「
富
」
化
に
っ
い
て
、
そ
の
基
本
的
内
容

を
み
て
き
た
。
そ
れ
で
次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
図
表
の
構
成
全
体
が
、

何
故
「
人
民
」
の
個
人
支
出
年
額
（
個
人
的
消
費
年
額
）
を
基
準
と
し
て

算
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
を
検
討
し
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い

て
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ベ
テ
ィ
が
『
租
税

貢
納
論
』
の
「
国
内
物
産
税
」
Ｈ
消
費
税
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
個
所

で
あ
る
。

　
彼
は
消
費
税
を
問
題
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
の
べ

て
い
る
。
　
　
　
「
人
は
公
共
の
平
和
に
浴
す
る
分
け
ま
え
と
利
益
と
に

応
じ
て
、
す
な
わ
ち
自
己
の
資
産
ま
た
は
富
に
応
じ
て
、
公
共
的
経
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一
　
（
三
〇
五
）
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を
貢
納
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
た
に
人
と
い
え

ど
も
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
富
に
は
二
種
あ
る
。
一
は

玩
実
的
８
９
巴
の
そ
れ
、
他
は
潜
在
的
Ｏ
◎
誌
ま
邑
の
そ
れ
で
あ
る
。

あ
る
人
が
、
現
実
に
富
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
が
食
べ
た
“
、

飲
ん
だ
り
、
着
た
り
、
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
で
、
実
際
的
に
、
そ
し

て
現
実
に
享
受
し
て
い
る
も
の
に
応
じ
て
富
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

〔
こ
れ
に
対
し
て
〕
他
の
人
々
が
、
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
〔
富
〕
力
を

も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
わ
ず
か
し
か
利
用
し
な
い
た

ら
ば
、
そ
の
人
は
潜
在
的
に
、
ま
た
は
仮
想
的
に
富
ん
で
い
る
に
す
ぎ

ぬ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
た
ち
は
、
自
分
の
た
め
の
〔
窟
の
〕
所
有
者

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
他
の
種
の
人
た
ち
の
た
め
の
調
度
係
り
で
あ

り
、
両
替
え
人
で
あ
る
」
（
一
五
七
ぺ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ペ
テ
ィ
は
、
「
富
」
を
」
現
実
的
富
」
と
「
潜
在
的
富
」

に
区
分
し
、
「
国
内
物
産
税
」
１
１
消
費
税
と
は
、
「
現
実
的
富
」
に
課
せ

ら
れ
る
租
税
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
各
人
が
現
実
に
享
受

す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
支
払
う
」
租
税
と
し
て
、
¢
「
自
然
的
正

義
」
（
ニ
ハ
三
ぺ
－
ジ
）
に
か
な
う
も
の
で
あ
り
、
◎
「
規
則
正
し
く
徴

集
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
勤
倹
を
約
束
す
る
租
税
で
あ
り
、
一
国
民
を
富
ま

し
め
る
唯
一
の
方
法
」
（
ニ
ハ
三
ぺ
ー
ジ
）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
最
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
三
（
三
〇
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

の
「
徴
税
方
法
」
で
あ
る
と
ベ
テ
ィ
は
主
張
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
最
善
の
「
徴
税
方
法
」
と
し
て
の
「
国
内
物
産

税
」
の
税
源
で
あ
る
「
現
実
的
富
」
の
規
定
を
み
る
と
き
、
そ
の
観
定

内
容
が
、
　
「
国
富
」
算
定
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
個
人
的
支
出
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
き
づ
く
。
ベ
テ
ィ
は
「
現
実
的
富
」
を
基
準
と
し

心
「
砕
昏
」
小
掛
忠
を
お
こ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は

新
た
た
間
題
解
明
の
鍵
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
る
こ
と
に
た
る
。

す
な
わ
ち
「
現
実
的
富
」
と
「
潜
在
的
富
」
と
の
関
係
の
解
明
を
通
し

て
の
問
題
へ
の
接
近
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　
彼
は
「
潜
在
的
富
」
を
「
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
〔
富
〕
力
を
も
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
わ
ず
か
し
か
利
用
し
た
い
」
場
合
の

「
富
」
と
し
て
撹
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
利
用
」
と
は
、
前
の

「
現
実
的
富
」
の
内
容
ど
の
関
連
、
ま
た
そ
の
後
の
「
他
の
種
の
人
た

ち
の
た
め
の
調
度
係
り
…
…
」
と
い
う
説
明
と
の
関
連
か
ら
考
え
て
、

個
人
的
（
自
分
の
た
め
の
）
支
出
１
１
消
費
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ

と
す
れ
ぽ
「
潜
在
的
富
」
と
は
、
　
「
所
収
」
の
中
か
ら
個
人
的
支
出
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

「
現
実
的
富
」
を
さ
し
引
い
て
、
な
お
残
る
（
「
あ
り
あ
ま
る
」
）
部
分
を

塾
瞥
ど
レ
わ
「
昏
」
齢
忠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
で
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

体
こ
の
”
残
り
の
（
「
あ
り
あ
ま
る
」
）
部
分
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の



点
に
つ
い
て
の
ペ
テ
ィ
の
説
明
と
い
え
る
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
『
賢

者
に
は
；
冒
を
も
っ
て
足
る
』
の
「
人
民
の
価
値
に
。
つ
い
て
」
の
展
開

の
中
に
み
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
ペ
テ
ィ
は
個
人
的
支
出

基
準
か
ら
逆
算
し
て
の
「
人
民
の
価
値
」
算
定
を
お
こ
な
っ
た
中
で
、

そ
の
算
定
に
お
い
て
は
、
　
「
労
働
者
の
生
活
資
料
以
上
の
余
剰
利
得

Ｃ
。
君
¢
『
巨
冒
註
９
は
計
算
さ
れ
て
い
な
い
」
（
一
七
六
ぺ
－
ジ
）
。
と
の
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
説
明
を
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ

は
、
こ
の
残
り
の
部
分
（
「
あ
り
あ
ま
る
」
部
分
）
が
、
一
六
四
〇
年
代
の

ペ
テ
ィ
の
最
初
の
経
済
理
論
の
中
に
み
ら
れ
た
「
余
剰
利
得
」
の
ニ
ハ

六
〇
年
代
に
お
け
る
再
登
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
う
す
る
に
ペ
テ
ィ
は
、
個
人
的
支
出
１
１
消
費
を
基
準
と
し
た
「
富
」

と
し
て
「
現
実
的
富
」
を
、
　
「
余
剰
利
得
」
を
基
準
と
し
た
「
富
」
と

し
て
「
潜
在
的
富
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
構
想
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
個
人
的
支
出
１
１
「
現
実
的
富
」
を
基
準

と
し
て
算
定
さ
れ
た
「
所
収
」
↓
「
富
」
の
中
に
は
、
　
「
余
剰
利
得
」

が
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
実
際
の
年

所
収
の
中
に
は
、
当
然
、
個
人
的
支
出
以
上
の
残
り
の
部
分
と
し
て
の

「
余
剰
利
得
」
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現

実
に
運
動
Ｈ
増
進
活
動
を
し
て
い
る
「
富
」
と
は
「
現
実
的
富
」
で
は

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

な
く
て
「
潜
在
的
富
」
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
わ

れ
わ
れ
は
「
潜
在
的
富
」
の
運
動
ｎ
増
進
活
動
の
構
造
を
み
て
み
よ
う
。

そ
の
場
合
、
解
か
れ
る
べ
き
問
題
の
焦
点
は
、
　
「
潜
在
的
富
」
規
定
の

基
準
で
あ
る
「
余
剰
利
得
」
部
分
が
ど
う
た
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
「
人
民
の
富
」
の
動
態
的
検
討
に

入
る
前
に
、
ベ
テ
ィ
の
「
人
民
の
富
」
の
内
的
構
造
を
検
討
し
た
。
そ

の
結
論
を
再
度
要
約
す
る
と
「
富
」
は
、
流
通
過
程
で
の
〃
杜
会
的

富
〃
が
生
産
過
程
で
の
”
質
料
的
富
〃
を
自
己
の
基
礎
と
し
て
と
り
こ

む
と
い
う
立
体
的
構
造
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
構
造
で
あ

っ
た
。
今
こ
の
構
造
を
動
態
的
に
構
成
し
な
お
す
と
、
ペ
テ
ィ
の
「
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
、

民
の
富
」
の
増
進
と
は
、
流
通
過
程
て
の
”
杜
会
的
富
”
が
、
生
産
過

・
、
　
　
　
　
…
　
、
　
・
　
、
　
　
、
　
・
　
、
　
・
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

程
て
の
”
質
料
的
富
”
の
増
進
を
た
え
ず
自
已
の
内
に
と
り
こ
む
こ
と

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
よ
っ
て
、
　
”
杜
会
的
富
”
と
し
て
の
白
己
を
増
進
せ
し
め
て
ゆ
く
構

造
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
こ
の
よ
う
な
「
人
民
の
富
」

増
進
の
基
本
的
構
造
を
、
「
潜
在
的
富
」
の
増
進
構
造
に
お
い
て
具
体

化
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
　
「
所
収
」
の
う
ち
の
「
余
剰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

利
得
」
部
分
が
、
そ
の
ま
ま
蓄
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
　
「
人
民

の
富
」
１
－
「
潜
在
的
富
」
は
増
進
し
な
い
。
「
潜
在
的
富
」
１
１
「
人
民
の
富
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

の
増
進
過
程
と
は
、
　
「
余
剰
利
得
」
部
分
が
生
産
過
程
に
再
投
入
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三
　
（
三
〇
七
）
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杜
会
的
分
業
↓
生
産
力
の
発
展
の
た
め
に

一
一
芦
／
二
讐
ボ
む
紬

一
、
一
”
一
醐
ｒ
一
一
増
進
と
し
一
言
瑳

　
　
　
個
　
「
ｕ
　
発

　
　
　
下
一
ｓ
勤
的
富
〃
の
増
進
一
と
還
流
さ
せ
る
こ
と
で

　
　
　
眺
ぷ
せ
あ
る
、
く

　
　
　
そ
　
　
Ｃ
　
進

　
　
　
　
・
　
所
岬
増
　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
一
六
四
〇
年
代
の
ペ
テ

　
　
　
金
屯
ｔ
業

　
　
　
賃
臓
ｅ
ａ
　
分
　
　
イ
経
済
理
論
の
原
像
に
お
い
て
、
す
で
に

　
　
　
　
　
　
ｎ

　
　
　
　
　
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
的

　
　
　
　
　
　
　
　
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
が
「
余
剰
利
得
」
概
念
を
提
起
し
て
い

　
　
　
　
　
」
　
　
社

　
　
　
　
－
収

　
　
　
　
　
研
－
歩
る
の
を
み
て
き
て
室
そ
の
段
階
で
の

　
　
　
　
　
一
一
　
過

　
　
　
　
　
　
　
　
産
　
　
ペ
テ
ィ
の
「
余
剰
利
得
」
概
念
は
、
基
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
《
　
　
１
－
生
産
過
程
か
ら
の
観
定
面
１
１
蓄
積
的
側

　
　
　
二
一
雪
存
在
形
態
か
ら
の
規
定
甲
露

　
　
　
富
　
二

　
　
　
的
」
ｋ
　
　
　
　
、

　
　
　
在
材
ｏ
ｃ
　
　
　
　
的
側
面
と
が
、
な
お
無
媒
介
に
結
合
１
１
関

　
　
　
潜
－
資
討

　
　
　
ぴ
「
　
　
　
　
　
係
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
、

こ
こ
で
の
ペ
テ
ィ
の
展
開
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
一

六
四
〇
年
代
の
「
余
剰
利
得
」
概
念
が
、
蓄
積
的
側
面
を
輸
と
し
て
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

容
的
に
再
構
成
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
¢
何
故
か
れ
が
「
現
実
的
富
」
を
源
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四
　
（
三
〇
八
）

と
し
た
消
費
税
を
最
善
の
「
徴
税
方
法
」
と
し
た
の
か
、
さ
ら
に
ま
た
、

　
最
初
に
問
題
設
定
し
た
、
何
故
彼
が
個
人
支
出
Ｈ
消
費
を
基
準
と
し

て
「
国
富
」
１
１
「
人
民
の
富
」
の
算
定
を
お
こ
た
っ
た
の
か
、
と
い
う

点
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
¢
に
つ
い
て
。
ペ
テ
ィ
は
「
玩
実
的
富
」
を
源
泉
と
す
る
租
税
１
１
消

費
税
を
徴
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
の
「
人
民
の
富
」
１
１
「
潜
在
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

富
」
の
増
進
過
程
を
財
政
政
策
的
に
保
護
、
育
成
し
よ
う
と
し
た
（
ペ

テ
ィ
租
税
論
の
階
級
性
）
と
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
租
税
徴
集
方
法

を
「
自
然
的
正
義
」
と
し
、
さ
ら
に
こ
れ
こ
そ
が
二
国
民
を
富
ま
し

め
る
唯
一
の
方
法
」
で
あ
る
と
ベ
テ
ィ
が
い
う
と
き
、
彼
は
、
今
み
て

き
た
よ
う
た
く
「
余
剰
利
得
」
の
増
進
（
ペ
テ
ィ
的
節
約
の
位
置
竺
…
に

あ
る
。
）
↓
質
料
的
富
の
増
進
↓
杜
会
的
富
の
増
進
－
↓
Ｖ
と
い
う
独
特
の

拡
大
再
生
産
的
過
程
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
　
に
つ
い
て
。
『
租
税
貢
納
論
』
で
の
こ
の
よ
う
な
視
座
、
理
論
展
開

内
容
は
、
『
賢
者
に
は
；
貢
を
も
っ
て
足
る
』
に
お
い
て
も
基
本
的
に
貫

ぬ
か
れ
て
い
る
。
国
富
算
定
を
個
人
支
出
基
準
で
お
こ
な
っ
た
基
本
的

立
脚
点
は
、
ま
さ
し
く
¢
で
示
し
た
内
容
に
あ
っ
た
と
考
え
う
る
こ
と
。

し
か
も
ベ
テ
ィ
は
こ
こ
で
は
「
現
実
的
富
」
か
ら
直
接
消
費
税
を
と
る



こ
と
を
示
さ
ず
、
一
度
、
そ
れ
を
「
国
富
」
１
１
「
人
民
の
富
」
の
次
元

に
逆
算
Ｈ
還
元
し
な
お
し
て
課
税
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
　
『
租
税
貢
納
論
』
と
個
人
支
出
ｎ
「
現
実
的
富
」
を
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

と
し
て
い
る
点
で
同
一
の
基
礎
の
上
に
立
ち
つ
つ
も
、
し
か
も
「
国
富
」

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

還
元
形
態
を
通
し
て
の
課
税
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
人
民
の
富
」

の
現
実
の
増
進
過
程
の
本
質
が
完
全
に
隠
蔽
さ
れ
そ
の
過
程
が
保
護
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

れ
て
い
る
も
の
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。

　
以
上
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ベ
テ
ィ
の
「
人
民
の
富
」
が
如
何
な

る
内
的
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
如
何
に
し
て
増
進
す
る
か
を
、
さ
ら
に

そ
う
し
た
経
済
杜
会
の
展
開
に
対
し
て
国
家
が
財
政
政
策
を
通
し
て
い

か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
示
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
考

察
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
分
野
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
国

の
産
業
交
易
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
位
置
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
ベ
テ
ィ
は
『
租
税
貢
納
論
』
　
『
賢
者
に
は
二
言
を
も
っ
て

足
る
』
に
お
い
て
は
充
分
な
追
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

Ｌ
か
し
、
い
く
ら
か
の
論
述
は
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
整

理
し
て
お
こ
う
。

　
ペ
テ
ィ
は
『
賢
者
に
は
；
日
を
も
っ
て
足
る
』
の
中
で
次
の
よ
う
に

の
べ
て
い
る
。
　
　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
ろ
し
く
海
外
か
ら
貨
幣
を
も

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

た
ら
し
た
り
、
招
来
し
た
り
す
る
よ
う
た
諸
物
品
の
生
産
に
従
事
す
べ

き
で
あ
る
、
と
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
は
、
そ
の
国
々
か
ら
、
ま
た

は
い
っ
い
か
な
る
と
こ
ろ
か
ら
で
も
、
わ
が
国
の
必
要
を
充
足
し
て
く

れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
こ
の
こ
と
は
、
国
内
物
品
の
貯
蔵
を
も
っ
て
は

果
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
〔
貯
蔵
品
〕
の
価
値
は
、
云
わ
ば
一
時

的
で
あ
っ
て
（
換
言
す
れ
ぱ
）
、
そ
れ
ら
は
た
だ
そ
の
と
き
そ
の
場
で
の

価
値
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い

っ
に
な
っ
た
ら
こ
の
一
大
努
力
を
休
止
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
答

え
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
な
隣
国
よ
り
も
（
た
と
え
い
く
ら
僅
か
で

あ
る
に
せ
よ
）
、
算
術
的
比
例
に
１
お
い
て
も
幾
何
学
的
比
例
に
お
い
て
も
、

一
層
多
く
の
貨
幣
を
確
実
に
も
つ
よ
う
に
な
る
と
き
（
っ
ま
り
）
、
わ
れ

わ
れ
が
あ
ら
か
じ
め
い
く
年
分
も
の
準
備
〔
金
〕
軍
◎
く
邑
８
を
も
ち
、

し
か
も
一
層
多
く
の
動
産
を
手
も
と
に
も
っ
よ
う
に
た
る
そ
の
と
き
で

あ
る
、
と
」
（
一
九
三
～
一
九
三
ぺ
ー
ジ
）
。

　
先
ず
ベ
テ
ィ
は
、
外
国
貿
易
に
よ
る
金
・
銀
１
－
貨
幣
の
獲
得
を
強
調

し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
展
開
は
、
単
に
絶
え
ざ
る
貨
幣
の
獲
得
が
目

的
で
な
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
他
国
に
比
し
て
貨
幣
が

「
準
備
〔
金
〕
」
と
し
て
相
対
的
に
多
く
獲
得
さ
れ
る
な
ら
ほ
、
外
国
貿

易
に
よ
る
貨
幣
獲
得
は
「
沐
止
」
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
　
（
三
〇
九
）
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外
国
貿
易
に
よ
る
貨
幣
獲
得
が
、
単
な
る
貨
幣
蓄
蔵
で
は
な
く
て
「
準

備
〔
金
」
と
い
う
視
点
か
ら
と
ら
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
少
く
と
も

彼
の
視
座
が
重
金
主
義
１
１
重
商
主
義
的
貨
幣
観
１
１
国
富
観
を
否
定
し
て

い
る
こ
と
は
着
取
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
の
外
国
貿
場
↓
貨
幣
獲
得
↓
準

備
〔
金
〕
と
い
う
視
点
が
い
か
た
る
内
容
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
か

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
外
国
貿
易
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
貨
幣

が
ど
う
な
る
か
、
如
何
に
使
わ
れ
る
か
を
、
さ
ら
に
考
察
し
な
け
れ
ぱ

た
ら
な
い
。

　
ベ
テ
ィ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
三
つ
の
内
容
を
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
一
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
人
民
の
半
分
が
き
わ
め
て
軽
度
の
労
働
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
い
に
王
国
を
富
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た

公
共
の
用
の
た
め
に
、
大
々
的
に
〔
貨
幣
〕
を
別
に
し
て
お
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
名
誉
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
た
。
し
か
し
難

問
題
は
、
人
民
を
ど
の
よ
う
に
雇
用
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
私
は
一
般
的
に
っ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
る
。
す
な

わ
ち
、
少
数
の
人
手
を
も
っ
て
、
こ
の
国
の
全
人
民
の
た
め
の
食
物
と

必
需
品
と
の
生
産
に
雇
用
す
べ
し
、
そ
の
た
め
に
労
働
を
強
化
し
た
と

こ
ろ
で
、
あ
る
い
は
ま
た
教
科
書
お
よ
び
技
術
の
簡
易
化
を
採
用
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六
（
ゴ
ニ
○
）

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
世
人
が
む
な
し
く
一
夫
多
妻
制
か
ら
期
待
し
て
い

る
と
こ
ろ
と
結
局
は
相
等
し
い
の
で
あ
る
、
と
。
そ
の
わ
げ
は
、
一
人

で
五
人
分
の
仕
事
が
で
き
る
考
は
、
四
人
の
成
人
労
働
者
を
生
む
の
と

同
じ
効
果
を
あ
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
た
利
益
は
、
土

地
の
購
買
年
数
よ
り
も
一
層
す
く
な
い
〔
年
数
〕
値
い
し
か
な
い
の
で

は
な
く
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
永
久
的
と
考
え

て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
」
（
一
九
一
～
一
九
ニ
ペ
ー
ジ
）
。
そ

こ
で
「
か
り
に
オ
ラ
ン
ダ
人
が
、
　
一
層
多
く
の
技
術
ト
ユ
を
も
っ
て

い
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
を
し
の
い
で
い
る
と
し
よ
う
。
　
〔
そ
う
と
す

れ
ば
〕
か
れ
ら
の
よ
り
す
ぐ
っ
た
多
数
の
労
働
老
を
ひ
き
よ
せ
る
か
、

ま
た
は
わ
が
国
の
も
っ
と
も
発
明
の
才
の
あ
る
人
た
ち
を
そ
こ
に
送
っ

て
学
ば
せ
る
か
し
た
方
が
よ
く
は
た
い
か
。
も
し
発
明
の
才
の
あ
る
人

た
ち
が
成
功
す
る
た
ら
ば
、
風
波
を
抑
止
す
る
等
々
の
よ
う
に
、
自
然

に
低
抗
し
て
果
て
し
も
つ
か
ぬ
混
乱
を
つ
づ
け
る
の
に
く
ら
。
べ
て
、
こ

の
方
が
一
層
自
然
的
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
」

（
一
〇
五
ぺ
ー
ジ
）
。

　
こ
こ
で
ペ
テ
ィ
は
一
国
の
富
強
の
基
礎
を
、
労
働
の
生
産
性
を
高
め

る
こ
と
に
よ
る
生
産
力
の
発
展
に
も
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た

め
に
は
、
海
外
か
ら
必
要
た
と
き
に
「
技
術
」
を
と
り
入
れ
る
た
め
の



あ
ら
ゆ
る
手
段
を
う
つ
べ
き
こ
と
が
、
　
「
自
然
的
な
方
法
」
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
ベ
テ
ィ
の
展

開
の
中
に
、
ベ
テ
ィ
が
外
国
貿
易
に
よ
っ
て
え
た
貨
幣
の
使
い
み
ち
と

し
て
、
海
外
か
ら
の
「
技
術
」
の
導
入
費
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い

た
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
◎
「
貨
幣
は
政
治
体
の
脂
肪
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
過

多
は
往
々
に
し
て
政
治
体
の
敏
活
さ
を
さ
ま
た
げ
る
が
、
同
様
に
そ
の

過
少
も
そ
れ
を
病
気
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
脂
肪
が
筋
肉

の
活
動
を
な
め
ら
か
に
し
、
栄
養
不
足
を
補
い
、
体
の
く
ぽ
み
を
み
た

し
、
肉
体
を
美
化
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
貨
幣
は
国
家
の
な
か
に
あ

っ
て
、
そ
の
行
動
を
敏
速
に
し
、
国
内
が
飢
き
ん
の
さ
い
に
ぱ
、
海
外

か
ら
食
物
を
供
給
し
、
そ
の
可
分
性
の
ゆ
え
に
諸
勘
定
を
決
済
し
、
し

か
も
全
体
を
美
化
す
る
の
で
あ
る
」
（
一
八
四
～
一
八
五
ぺ
ー
ジ
）
。

　
貨
幣
を
「
政
治
体
の
脂
肪
」
に
た
と
え
た
こ
の
よ
う
た
展
開
の
中
に

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
前
節
で
み
た
流
通
手
段
と
し
て
の
貨

幣
把
握
の
確
認
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
後
半
の
部
分
「
国

内
が
飢
き
ん
の
さ
い
…
…
」
の
く
だ
り
に
わ
れ
わ
れ
は
、
「
準
備
〔
金
〕
」

の
一
つ
の
使
わ
れ
か
た
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
さ
ら
に
◎
の
引
用
の
前
半
都
分
で
の
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
量

　
　
　
　
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論
（
中
）
（
稲
村
）

の
問
題
提
起
の
中
に
、
¢
と
の
関
連
で
考
え
る
と
き
、
生
産
力
の
発
展

に
よ
る
経
済
活
動
の
拡
大
に
み
あ
っ
た
流
通
手
段
の
「
準
備
〔
金
〕
」
と

い
う
意
味
を
わ
れ
わ
れ
は
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

段
階
の
ベ
テ
ィ
に
あ
っ
て
は
、
蓄
蔵
貨
幣
は
、
一
定
の
意
味
を
も
ち
つ

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

つ
も
、
副
次
的
な
位
置
１
１
「
準
備
〔
金
〕
」
へ
と
位
置
づ
け
な
お
さ
れ
て

き
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
、
海
外
か
ら
の
「
技
術
」
輸
入
、
緊
急
の
さ
い
の
支
払
手
段
（
世

界
貨
幣
準
備
金
）
、
流
通
手
段
準
傭
金
、
こ
れ
が
ベ
テ
ィ
の
外
国
貿
易
に

よ
る
貨
幣
獲
得
の
根
拠
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
使
途
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
外

国
貿
易
と
産
業
交
易
と
の
関
連
に
っ
い
て
の
よ
り
一
層
具
体
的
、
内
在

的
た
解
明
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
ベ
テ
ィ
が
一
国
と

他
国
と
の
相
互
関
係
を
ど
の
よ
う
た
基
準
で
み
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た

か
と
い
っ
た
問
題
の
一
層
の
解
明
と
不
可
分
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、

『
ア
イ
ア
ラ
ン
ド
の
政
治
的
解
剖
』
　
『
政
治
算
術
』
の
考
察
に
ゆ
だ
ね

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
１
６
）
　
労
働
と
土
地
が
父
と
母
の
関
係
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、

　
　
　
当
時
一
般
に
云
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ペ
テ
ィ
は
、
そ
う

　
　
　
し
た
一
般
的
表
現
を
経
済
社
会
把
握
の
基
礎
に
す
え
な
お
す
こ
と
に
よ

　
　
　
っ
て
新
た
な
意
味
内
容
を
こ
め
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
　
（
ゴ
ニ
一
）



（
１
７
）

（
１
８
）

（
１
９
）
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さ
し
く
ペ
テ
ィ
的
規
定
で
あ
る
と
い
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
渡
辺
輝

雄
、
前
掲
書
、
一
八
～
一
九
ぺ
ー
ジ
参
照
。

　
ペ
テ
ィ
の
「
賃
料
」
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
輝
雄
氏
の
前
掲
書
に
お
げ

る
研
究
を
参
照
。

　
こ
の
よ
う
た
ペ
テ
ィ
の
「
富
」
の
擬
制
資
本
的
富
と
し
て
の
性
格
に

つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
の
中
で
ふ
れ
て
い
る
。

　
ペ
テ
ィ
は
「
地
代
を
剰
余
労
働
に
、
し
た
が
っ
て
剰
余
価
値
に
帰
着

さ
せ
た
の
ち
に
、
土
地
、
資
本
還
元
さ
れ
た
地
代
、
す
た
わ
ち
、
年
々

の
地
代
の
一
定
総
額
ま
た
は
一
定
年
数
の
あ
い
だ
の
地
代
総
額
に
ほ
か

な
ら
た
い
と
説
明
す
る
。
事
実
上
、
地
代
が
資
本
還
元
さ
れ
、
す
た
わ

ち
、
土
地
の
価
値
と
し
て
計
算
さ
れ
る
の
は
、
…
…
」
（
『
マ
ル
ク
ス
・

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
２
６
１
、
四
五
〇
ぺ
－
ジ
）
。
　
ま
た
渡
辺
輝
雄
氏
も
、

擬
制
資
本
富
と
し
て
解
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
氏
は
こ
の
場
合
の
資

本
富
を
、
　
「
蓄
財
」
と
し
て
の
「
富
」
把
握
と
不
可
分
の
も
の
と
さ
れ
、

し
た
が
っ
て
ペ
テ
ィ
に
お
げ
る
「
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
的
見
解
」
に

つ
ら
た
る
も
の
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
余
剰

利
得
」
の
把
握
と
も
関
連
さ
せ
て
、
『
政
治
算
術
』
の
検
討
段
階
で
さ

ら
に
検
討
を
加
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
渡
辺
輝
雄
、
前
掲
書
、
一
～

四
五
ぺ
ー
ジ
参
照
。

　
『
賢
者
に
は
；
己
を
も
っ
て
足
る
』
に
お
げ
る
国
富
算
定
に
つ
い
て

の
研
究
と
し
て
は
、
松
川
七
郎
氏
の
「
ペ
テ
ィ
の
国
富
算
定
論
に
つ
い

て
」
（
『
経
済
研
究
』
第
三
巻
第
四
号
）
が
あ
る
。
こ
の
中
で
松
川
氏
は
、

「
土
地
」
、
「
人
民
」
が
「
富
」
で
あ
る
根
拠
に
つ
い
て
、
「
土
地
・
人
民

が
富
を
生
む
能
力
を
も
つ
が
ゆ
え
に
富
で
あ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
で
は
や
は
り
ー
「
賃
料
」
を
基
準
と
し
て
考
え
る
点

二
二
八
　
（
三
一
二
）

　
　
が
、
ペ
テ
ィ
の
場
合
の
「
富
」
規
定
の
中
心
軸
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
渡
辺
輝
雄
氏
の
前
掲
書
（
二
二
ぺ
－
ジ
）
で
の
解
明
は
、
そ
の
限
り
で

　
　
支
持
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
ま
た
松
川
氏
は
、
こ
の
国
富
算
定
を
ペ
テ
ィ
に
お
け
る
「
イ
ン
グ
ラ

　
　
ン
ド
社
会
の
富
の
再
生
産
過
程
に
関
す
る
き
わ
め
て
素
朴
な
図
式
的
表

　
　
示
　
　
諸
々
の
制
約
は
も
と
よ
り
あ
る
に
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
版
の
、

　
　
す
ぐ
れ
て
実
証
的
方
法
に
も
と
づ
い
た
『
経
済
表
』
「
１
で
あ
る
と
言

　
　
え
よ
う
」
（
前
掲
論
文
、
三
二
七
ぺ
－
ジ
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

　
　
こ
れ
が
「
経
済
表
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
を
残
し
て
お
り
、
わ

　
　
れ
わ
れ
は
い
ま
だ
充
分
評
価
し
き
れ
な
い
。

（
２
０
）
　
ペ
テ
ィ
の
労
働
に
よ
っ
て
「
所
収
」
を
え
る
「
人
民
」
（
「
労
働
者
」
）

　
　
と
は
、
独
立
小
生
産
者
を
基
本
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

　
　
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
労
働
の
所
収
の
内
容
に
は
、
賃
金
に
相
当
す

　
　
る
部
分
と
と
も
に
、
利
潤
部
分
も
合
ま
れ
た
も
の
と
し
把
握
さ
れ
る
ぺ

　
　
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
渡
辺
輝
雄
、
前
掲
書
、
二
一
。
～
三
〇
ぺ
ー

　
　
ジ
、
八
五
～
九
六
ぺ
－
ジ
参
照
。

（
２
１
）
　
高
野
利
治
「
サ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
経
済
学
に
関
す
る
一

　
　
考
察
ｍ
」
・
倒
『
関
東
学
院
大
学
十
周
年
記
念
論
文
集
』
、
『
経
済
系
』

　
　
５
０
号
参
照
。

（
２
２
）
　
ペ
テ
ィ
は
事
墨
－
芦
ｃ
ｏ
ざ
ｏ
ぎ
雲
９
夢
と
い
う
三
つ
の
概
念
を
基

　
　
本
的
に
は
同
一
の
内
容
で
お
さ
え
つ
つ
も
、
使
い
わ
げ
て
い
る
よ
う
に

　
　
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
＄
一
艘
と
は
「
富
」
の
一
般
規
定
に
お
い

　
　
て
使
わ
れ
、
　
里
９
露
と
は
「
富
」
の
状
況
に
関
わ
っ
て
使
わ
れ
、

　
　
ｏ
ｏ
８
鼻
と
は
「
富
」
の
効
能
的
１
１
増
進
過
程
に
か
か
わ
っ
て
使
わ
れ
て

　
　
い
る
、
と
。



（
２
３
）

　
ペ
テ
ィ
の
「
富
」
の
増
進
把
握
に
拡
大
再
生
産
的
視
座
が
入
り
こ
ん

で
き
て
い
る
か
否
か
は
、
重
要
な
問
趣
で
あ
る
。
こ
の
点
で
わ
れ
わ
れ

は
、
生
産
過
程
が
価
値
形
成
Ｈ
増
殖
過
租
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い

か
ぎ
り
拡
大
再
生
産
Ｈ
蓄
積
視
座
が
確
立
し
て
い
る
と
は
と
う
て
い
い

い
え
な
い
に
し
て
も
、
「
余
剰
利
得
」
と
社
会
的
分
業
の
増
進
に
よ
る

生
産
過
程
の
生
産
力
的
発
展
と
が
不
可
分
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
へ
の
道
を
具
体
的
に
歩
き
は
じ
め
て
い

る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
渡
辺
輝
雄
氏
の
見
解
と
対
立
す
る
。

『
政
治
算
術
』
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
も
う
一
度
問
題
に
し
た
い
。
渡
辺

輝
雄
、
前
掲
書
、
一
〇
九
～
二
＝
一
ぺ
ー
ジ
。

　
渡
辺
氏
は
、
　
『
租
税
貢
納
論
』
に
お
げ
る
「
現
実
的
富
」
か
ら
の
直

接
的
徴
税
方
法
と
、
　
『
賢
者
に
は
；
冒
を
も
っ
て
足
る
』
に
お
げ
る

「
富
」
還
元
し
て
の
課
税
と
の
柏
異
を
問
題
に
さ
れ
、
そ
こ
に
ペ
テ
ィ

の
「
資
本
富
」
把
握
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
渡
辺
氏
の
「
資
本
富
」
Ｈ
「
蓄
財
」
把
握
に
は

疑
問
を
残
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ペ
テ
ィ
に
あ
っ
て
は
、
個
人
的

支
出
１
１
現
実
的
富
が
基
準
と
し
て
二
著
作
と
も
に
貫
徹
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
両
者
の
あ
い
だ
に
基
本
的
な
相
異
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
渡
辺
輝
雄
、
前
掲
書
、
第
一
編
、
第
一
章
参
照
。

ウ
イ
リ
ア

ム
・
ベ
テ
ィ
の
経
済
理
論

（
中
）
（
稲
村
）

共
同
究
研
室

昭
和
四
十
六
年
度
第
一
回
研
究
会
（
四
月
三
十
日
）

▼
テ
ー
マ
　
（
続
）
・
戦
時
労
働
市
場
に
つ
い
て

　
報
告
老
　
三
好
正
巳
氏

　
　
　
　
　
　
（
報
告
要
旨
は
第
二
十
巻
・
第
一
号
論
説
の
項
に
掲
載
）

昭
和
四
十
六
年
度
第
二
回
研
究
会
（
五
月
七
日
）

▼
テ
ー
マ

報
告
者

杜
会
主
義
の
も
と
で
の
「
使
用
価
値
と
価
値
」

芦
田
文
夫
氏

（
報
告
要
旨
は
第
十
九
巻
・
第
四
号
・
第
六
号
資
料
の
項

に
掲
載
）

昭
和
四
十
六
年
度
第
三
回
研
究
会
（
五
月
二
十
一
日
）

▼
テ
ー
マ
　
「
ソ
連
邦
に
お
げ
る
杜
会
主
義
五
〇
年
の
実
践
と
当
面
す

　
　
　
　
　
る
諸
問
題
」

　
報
告
者
　
小
檜
山
政
克
氏

　
報
告
要
旨
　
問
題
の
意
味
　
こ
ん
に
ち
杜
会
主
義
の
再
検
討
、
あ
る

い
は
杜
会
主
義
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
の
問
い
直
し
の
必
要

が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
ソ
連
邦
に
お
い
て
杜
会
主
義
杜
会
が
五

二
二
九
　
（
ゴ
ニ
三
）




