
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）

三
〇
（
四
九
二
）

日
本
資
本
主
義
の

「
八
○
年
代
論
」

高
　
　
内

俊

　
　
目
　
次

は
じ
め
に
　
　
間
題
の
性
格
と
限
定

一
　
大
内
秀
明
氏
の
見
解
に
つ
い
て

二
　
柴
垣
和
夫
氏
の
見
解
に
つ
い
て

三
　
大
内
力
氏
の
見
解
に
つ
い
て

四
　
大
島
雄
一
氏
の
見
解
に
つ
い
て

「
む
す
び
」
に
か
え
て

は
じ
め
に

問
題
の
性
格
と
隈
定

　
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
○
年
に
か
げ
て
各
方
面
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
目
本
資
本
主
義
の
八
○
年
代
論
の
批
判
的
検
討
が
小
論
の

テ
ー
マ
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
八
○
年
代
論
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
日
本
資
本
主
義
の
現
段
降
把
握
と
政
策

的
含
意
の
検
討
に
重
点
が
お
か
れ
る
。
七
〇
年
代
以
上
に
混
沌
と
不
確
実
性
、
激
動
の
予
想
さ
れ
る
八
○
年
代
を
総
体
と
し
て
正
確

に
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
ち
か
い
し
、
か
り
に
、
そ
の
よ
う
な
青
写
真
が
提
起
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
科
学
的
に
は
論
評
の

か
ぎ
り
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
七
〇
年
間
題
」
と
し
て
七
〇
年
代
の
展
望
を
め
ぐ
る
論
議
が
や
は
り
一
〇
年
前
に
も
活
澄
に
お
こ



な
わ
れ
た
が
、
七
一
年
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
崩
壊
や
七
三
年
秋
の
第
一
次
石
油
シ
ヨ
ヅ
ク
、
七
五
年
の
ベ
ト
ナ
ム
の
完
全
解
放
を
予
測

し
え
た
人
は
お
そ
ら
く
皆
無
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
資
本
主
義
体
制
の
不
安
定
性
の
増
大
と
動
揺
の
深
刻
化
の
不
可
避
性

を
予
測
し
う
る
だ
げ
で
せ
い
ぜ
い
で
は
た
か
っ
た
か
。

　
予
測
が
す
べ
て
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
可
能
な
か
ぎ
り
追
求
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
し
か
し
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
大
切
た
こ
と
は
、
戦
後
日
本
資
本
主
義
の
到
達
点
と
し
て
の
現
段
階
の
把
握
で
あ
り
、
主
要
矛

盾
の
確
定
で
あ
り
、
そ
の
上
に
立
っ
て
の
展
開
方
向
の
予
測
、
政
策
提
起
で
あ
ろ
う
。
正
し
い
処
方
せ
ん
を
書
く
た
め
に
は
、
ま
ず

正
し
い
診
断
が
必
要
で
あ
る
。

　
同
時
に
誤
っ
た
診
断
に
も
と
づ
く
、
誤
っ
た
処
方
せ
ん
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
が
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
批

判
も
精
力
的
に
行
た
わ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
状
分
析
の
場
合
、
そ
の
実
践
的
必
要
性
は
一
層
強
い
は
ず
で
あ
る
。
し

か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
八
○
年
代
論
に
１
し
て
も
、
い
ず
れ
も
一
定
の
現
状
認
識
を
基
礎
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
論
点
の

ひ
と
つ
を
こ
こ
に
し
ぼ
っ
て
み
る
の
は
当
然
の
順
序
で
あ
ろ
う
。

　
検
討
の
重
点
を
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
認
識
に
お
く
こ
と
に
限
定
し
た
う
え
で
、
検
討
を
進
め
て
い
く
場
合
の
分
析
視
角
の
限
定
性
に
・

つ
い
て
も
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
口
に
い
っ
て
「
危
機
論
」
的
視
角
で
あ
る
。
筆
者
は
日
本
資
本
主

義
の
現
段
階
を
国
家
独
占
資
本
主
義
的
再
生
産
と
蓄
積
構
造
の
全
面
的
破
綻
・
崩
壊
の
時
期
お
よ
び
蓄
積
条
件
再
構
築
の
模
索
の
時

期
と
し
て
把
握
し
た
い
。
こ
の
意
味
で
現
段
階
の
経
済
危
機
は
、
構
造
的
危
機
で
あ
り
、
敗
戦
直
後
に
日
本
資
本
主
義
が
直
面
し
た

戦
後
危
機
に
つ
ぐ
第
二
の
危
機
段
階
を
構
成
す
る
。
世
界
史
的
に
み
れ
ば
、
．
敗
戦
直
後
の
日
本
資
本
主
義
の
危
機
は
全
般
的
危
機
の

第
二
段
階
の
一
環
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
、
新
し
い
段
階
へ
の
移
行
期
な
い
し
過
渡
期
に
あ
る
と

　
　
　
　
日
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
（
四
九
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
三
二
（
四
九
四
）

い
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
。

　
現
段
階
の
危
機
の
性
格
や
内
容
に
っ
い
て
の
包
括
的
な
解
明
は
別
の
機
会
に
譲
ら
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
が
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
そ

の
歴
史
的
成
熟
過
程
と
性
格
を
概
括
し
て
お
け
ば
っ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
敗
戦
に
伴
・
う
目
本
帝
国
主
義
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
日
本
資
本
主
義
は
そ
の
存
立
基
盤
と
し
て
の
天
皇
制
・
地
主
制
・
植
貴
地
を
失

い
、
杜
会
主
義
世
界
体
制
の
成
立
、
民
族
解
放
運
動
、
内
外
の
民
主
主
義
勢
力
の
拡
大
・
強
化
た
ど
、
新
し
い
歴
史
的
諸
条
件
の

も
と
で
深
刻
た
危
機
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
た
か
っ
た
。
こ
の
危
機
を
克
服
す
る
う
え
で
決
定
的
な
テ
コ
と
な
っ
た
の
は
ド
ル
の
カ
と

対
米
従
属
的
国
独
資
の
再
編
．
強
化
で
あ
り
、
経
済
復
興
期
な
い
し
再
建
期
（
一
九
四
五
～
五
四
）
を
へ
て
「
高
度
成
長
期
」
（
五
五
～

七
三
）
の
資
本
の
強
蓄
積
過
程
を
支
え
た
の
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
二
つ
の
”
力
〃
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
重
化
学
工
業
部
門
主
導

の
強
蓄
積
過
程
は
、
同
時
に
、
内
的
諸
矛
盾
の
累
積
過
程
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
最
初
の
爆
発
が
「
第
一
次
高
度
成
長
期
」
（
五
五
～
六

五
）
を
完
了
さ
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
四
〇
年
不
況
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
特
需
と
国
債
発
行
に
よ
る
危
機
の
一
応
の
克
服

と
世
界
市
場
分
割
を
め
ぐ
る
競
争
対
処
（
本
格
的
た
資
本
自
由
化
）
の
た
め
の
資
本
設
備
の
一
層
の
大
型
化
の
要
請
を
促
進
要
因
と
し

て
「
第
二
次
高
度
成
長
期
」
（
六
六
～
七
三
）
に
入
る
が
、
ド
ル
危
機
の
表
面
化
と
国
独
資
機
構
の
「
酷
使
」
に
よ
る
戦
後
的
蓄
積
支

柱
の
”
衰
弱
〃
の
進
行
の
も
と
で
、
資
本
過
剰
の
表
面
化
が
再
び
避
げ
ら
れ
な
く
な
る
。
　
「
七
〇
年
不
況
」
は
そ
の
表
現
で
あ
り
、

そ
の
絶
望
的
打
開
の
方
策
と
し
て
の
「
目
本
列
島
改
造
」
政
策
は
、
矛
盾
を
一
層
拡
大
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
崩

壊
（
七
一
）
第
一
次
石
油
シ
ヨ
ツ
ク
（
七
三
）
を
直
接
の
引
き
金
と
す
る
戦
後
初
の
同
時
性
世
界
恐
硫
の
た
か
で
、
目
本
資
本
主
義
の

過
剰
蓄
積
の
矛
盾
が
他
の
先
進
資
本
主
義
国
以
上
に
特
別
に
鋭
い
恐
慌
と
な
っ
て
発
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。

　
ベ
ト
ナ
ム
解
放
（
七
五
年
）
の
与
え
た
軍
事
的
・
政
治
的
衝
撃
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
七
〇
年
代
に
入
っ
て
以
降
ア
メ
リ
カ
を



主
軸
と
す
る
資
本
主
義
世
界
体
制
の
基
本
的
ワ
ク
組
み
が
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
根
底
か
ら
動
揺
、
崩
壌
期
に
入
っ
た
こ
と
は
ほ

ぽ
明
ら
か
で
あ
り
、
ひ
と
り
日
本
資
本
主
義
が
そ
の
ワ
ク
外
に
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
現
在
の
深
刻
な
財
政
危
機
は
、
あ
る
意

味
で
、
経
済
危
機
の
集
中
的
表
現
で
あ
り
、
国
独
資
の
機
能
麻
痒
の
深
刻
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
ド
ル
危
機
、
石
油
危
機
の
進

行
と
相
ま
っ
て
、
目
本
資
本
主
義
の
存
立
条
件
を
根
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
っ
て
い
る
。

　
資
本
主
義
で
あ
る
か
ぎ
り
循
環
的
変
動
は
当
然
で
あ
っ
て
、
一
定
の
景
気
上
昇
が
み
ら
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
七
八
年
後
半

以
降
の
日
本
の
景
気
回
復
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
国
内
的
に
は
も
っ
ぱ
ら
労
働
者
階
級
や
国
民
諸
階
層

に
た
い
す
る
シ
ワ
寄
せ
と
し
て
の
「
減
量
経
営
」
や
、
増
税
、
福
祉
切
捨
て
を
代
償
と
し
て
の
独
占
資
本
向
け
公
共
投
資
の
大
盤
振

舞
い
１
１
国
庫
収
奪
、
対
外
的
に
は
、
集
中
豪
雨
的
輸
出
ド
ラ
ィ
ブ
に
よ
る
独
占
利
潤
の
獲
得
で
あ
る
か
ぎ
り
、
い
ず
れ
国
内
市
場
の

収
縮
と
貿
易
摩
擦
の
発
生
は
避
げ
ら
れ
な
い
。
現
在
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
局
面
で
あ
っ
て
、
表
面
的
な
一
時
的
現
象
に
ま
ど
わ
さ

れ
て
、
現
段
階
の
目
本
資
本
主
義
を
根
底
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
、
再
生
産
と
蓄
積
の
危
機
的
状
況
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
と

思
う
。
そ
の
た
か
で
、
国
独
資
的
寄
生
性
と
腐
朽
性
も
ま
た
深
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
問
題
の
核
心
は
「
危
機
」
と
の
か
か
わ

り
で
「
死
滅
し
っ
っ
あ
る
資
本
主
義
」
と
し
て
の
日
本
資
本
主
義
の
歴
史
的
地
位
の
確
定
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
危
機
」
認
識
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
現
段
階
把
握
の
ヵ
ギ
を
与
え
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
八
○
年
代
論
が
、
ど

の
よ
う
た
危
機
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
い
な
い
の
か
、
そ
の
内
容
の
適
否
の
検
討
が
、
小
論
の
基
本
的
視
角
と
な
る
。

大
内
秀
明
氏
の
見
解

ま
ず
宇
野
派
の
代
表
的
論
客
と
し
て
精
力
的
に
１
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
大
内
秀
明
氏
（
東
北
大
教
授
）
の
見
解
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　
　
目
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
（
四
九
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
（
四
九
六
）

氏
の
八
○
年
代
論
と
し
て
「
八
○
年
代
目
本
経
済
論
の
展
望
」
（
富
塚
三
夫
、
大
内
秀
明
、
高
木
郁
郎
『
八
○
年
代
の
構
想
』
毎
目
新
聞
杜
、

八
○
年
三
月
以
下
「
展
望
」
と
略
）
お
よ
び
「
８
０
年
代
・
日
本
経
済
再
建
の
方
向
－
新
た
な
統
合
目
標
を
何
に
求
め
る
か
」
（
『
ニ
コ
ノ
、
・
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

ス
ト
』
八
○
．
一
．
一
号
以
下
「
方
向
」
と
略
）
の
二
論
文
を
と
り
あ
げ
る
。

　
大
内
氏
に
よ
れ
ぱ
七
〇
年
代
は
「
戦
後
体
制
」
の
「
崩
壌
」
の
時
代
、
激
動
の
時
代
で
あ
り
、
　
「
体
制
の
再
編
成
」
に
「
メ
ド
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

っ
け
、
あ
る
程
度
決
着
を
っ
げ
ざ
る
を
え
た
い
の
が
八
○
年
代
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
地
方
の
時
代
に
よ
る
国
民
統
合
」
が
争

点
に
た
っ
て
く
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
現
段
階
が
、
戦
後
体
制
の
崩
壌
に
よ
る
激
動
の
時
代
で
あ
る
こ
と
や
「
ひ
と
つ
の
大
き
な
時
代
の
節
目
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
」
こ

と
ぱ
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
あ
る
意
味
で
は
常
識
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
問
題
は
、
　
「
体
制
の
崩
壌
」
を
大
内
氏
が
ど
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
か
、
　
「
地
方
の
時
代
」
を
「
国
民
統
合
」
の
八
○
年
代
の
最
大
の
争
点
と
し
て
把
握
し
て
い
る

こ
と
の
是
非
で
あ
る
。

　
「
戦
後
体
制
の
崩
壌
」
と
し
て
大
内
氏
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
対
外
的
に
は
「
安
保
体
制
の
崩
壊
」
、
国
内
政
治
面
で
は
、
い

わ
ゆ
る
”
五
五
年
体
制
〃
と
「
日
本
株
式
会
杜
の
組
織
的
解
体
」
、
経
済
面
で
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
崩
壊
下
で
の
高
度
経
済
成
長
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

「
屈
折
」
の
三
つ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
に
ア
メ
リ
カ
の
強
要
の
も
と
で
、
目
米
軍
事
同
盟
の
双
務
化
の
強
化
が
急
速
に
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
な
か
で
、

っ
ま
り
は
「
安
保
体
制
」
の
再
編
強
化
を
目
の
ま
え
に
み
な
が
ら
、
　
「
安
保
体
制
の
崩
壊
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
い
え
る

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
自
民
党
単
独
支
配
の
時
代
が
終
り
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
　
”
五
五
年
体
制
”
の
崩
壊
を
い
う
こ

と
は
、
そ
の
通
り
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
保
守
支
配
の
終
え
ん
で
は
な
い
（
い
わ
ゆ
る
中
道
政
党
の
取
込
み
に
１
よ
る
補
強
）
こ
と



を
み
て
い
な
い
点
で
疑
問
が
残
る
。
し
か
も
、
　
”
五
五
年
体
制
〃
の
崩
壌
が
同
時
に
「
自
民
党
政
治
と
癒
着
し
て
き
た
官
僚
支
配
の

体
制
、
さ
ら
に
財
界
に
よ
る
大
企
業
の
支
配
な
ど
、
政
官
財
複
合
体
と
し
て
の
、
い
わ
ゆ
る
日
本
株
式
会
杜
の
組
織
的
解
体
」
で
も

あ
る
と
い
う
の
は
、
さ
ら
に
理
解
に
苦
し
む
判
断
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
崩
壌
の
も
と
で
の
高
度
成
長
の
「
屈
折
」
を
み
る
の
は
、
問
違
い
な
い
し
「
従
来
の
成
長
パ
タ
ー
ソ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

再
生
産
し
な
が
ら
、
い
た
ず
ら
に
構
造
上
の
矛
盾
が
拡
大
し
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
も
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
「
構
造
上
の
矛
盾
」

に
っ
い
て
の
分
析
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
し
「
屈
折
」
も
成
長
率
の
高
低
次
元
だ
け
で
の
認
識
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。

　
要
す
る
に
い
く
っ
か
の
「
体
制
」
が
大
内
氏
の
場
合
、
な
ん
ら
の
内
的
連
関
た
し
に
事
実
誤
認
を
交
え
な
が
ら
機
械
的
．
並
列
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
資
本
主
義
体
制
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
た
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
っ
ぎ
に
、
大
内
氏
は
「
戦
後
体
制
の
再
編
成
に
よ
る
新
体
制
」
を
規
定
す
る
「
経
済
的
諸
条
件
」
を
検
討
し
、
八
○
年
代
目
本
経

済
の
展
望
と
「
体
制
変
革
」
の
「
前
提
と
そ
の
基
軸
」
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
氏
は
ま
ず
「
八
○

年
代
の
世
界
経
済
、
そ
し
て
目
本
経
済
を
長
期
構
造
的
に
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
に
よ
る
経
済
危
機
の
激
化
」
と
み
、
そ
こ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

「
体
制
的
危
機
」
を
み
ち
び
く
見
解
を
「
単
純
た
図
式
や
古
い
ド
グ
マ
」
と
批
判
す
る
。

　
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
体
制
的
危
機
」
の
”
体
制
〃
は
明
ら
か
に
資
本
主
義
体
制
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
氏

の
”
体
制
〃
概
念
使
用
の
あ
い
ま
い
さ
が
指
摘
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
こ
こ
で
は
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
の
性

格
づ
け
が
よ
り
問
題
で
あ
る
。

　
氏
は
、
．
七
〇
年
代
の
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
が
、
　
「
経
済
危
機
」
を
よ
り
鋭
角
的
な
か
た
ち
で
「
暴
露
」
し
た
も
の
で
あ
り
「
現

　
　
　
日
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
（
四
九
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
（
四
九
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

代
資
本
主
義
の
構
造
的
な
矛
盾
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
長
期
構
造
的
な
も
の
と
し
て

固
定
化
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
よ
る
体
制
的
危
機
の
一
面
的
強
調
を
誤
り
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
否
定
の
論
拠

は
は
た
は
だ
薄
弱
、
と
い
う
よ
り
説
得
性
が
な
い
。
氏
に
よ
れ
ば
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
は
六
〇
年
代
に
も
、
戦
前
に
も
認
め
ら

れ
た
現
象
で
あ
り
、
し
か
も
、
と
り
わ
げ
目
本
の
場
合
は
第
一
次
石
油
シ
ヨ
ッ
ク
時
の
一
時
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ン
が
、
直
接
的
に
は
石
油
シ
ヨ
ッ
ク
を
契
機
に
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
根
底
に
は
、
ド
ル
危
機
１
－
ド
ル
の
た
れ

流
し
と
六
〇
年
代
に
形
成
さ
れ
て
き
た
資
本
の
過
剰
蓄
積
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
．
・
（
そ
の
意
味
で
は
ま
さ
に
戦
後
的
蓄
積
構
造
の
歴
史
的
矛

盾
．
累
積
の
反
映
．
到
達
点
）
そ
う
し
た
基
本
的
要
因
を
無
視
し
て
一
時
性
や
戦
前
に
も
存
在
し
た
（
”
）
な
ど
と
い
っ
て
も
説
得
力

に
は
欠
け
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
た
し
か
に
、
経
済
危
機
を
政
治
的
危
機
に
直
結
さ
せ
、
体
制
危
機
か
ら
体
制
変
革
を
早
急
に
展
望
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
氏
の
い
う

よ
う
に
、
そ
れ
は
「
ド
グ
マ
」
で
あ
り
「
単
純
な
図
式
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
切
な
こ
と
は
、
ス
タ
グ
フ
レ

ー
シ
ョ
ソ
が
ど
の
よ
う
な
経
済
危
機
の
発
現
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
諸
矛
盾
を
具
体
的
に
示
す
こ

と
で
あ
っ
て
氏
の
よ
う
に
世
界
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
を
現
代
の
経
済
危
機
の
象
徴
と
み
る
見
解
を
「
危
機
論
的
な
公
式
的
た
ア
プ

　
　
（
９
）

ロ
ー
チ
」
と
し
て
簡
単
に
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
大
内
氏
に
と
っ
て
は
「
危
機
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
「
停
滞
・
低
成
長
ド
グ
マ
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
ド

グ
マ
」
が
「
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
を
構
造
的
に
固
定
化
し
て
、
体
制
的
危
機
論
の
バ
ー
ゲ
ソ
セ
ー
ル
を
繰
り
返
す
こ
と
に
た
る
」

と
い
う
点
で
「
方
法
的
見
地
の
硬
直
化
の
欠
陥
」
を
も
っ
も
の
と
し
て
退
げ
ら
れ
る
。
　
「
危
機
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
、
大
内
氏
の

考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
た
も
の
で
し
か
た
い
の
な
ら
ば
そ
の
批
判
も
一
応
正
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
る
の



だ
ろ
う
か
。
氏
自
身
は
そ
の
よ
う
な
論
考
の
名
前
を
明
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
従
来
の
論
争
か
ら
み
て
大
内
力
氏
（
信
大

教
授
）
あ
る
い
は
、
後
述
の
柴
垣
和
夫
氏
（
東
大
教
授
）
あ
た
り
を
念
頭
に
ー
お
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
　
「
危
機
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
否
定
す
る
氏
が
現
段
階
認
識
の
「
新
た
な
方
法
的
見
地
」
と
し
て
提
示
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

が
「
現
代
国
家
に
よ
る
体
制
の
組
織
的
統
合
」
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
日
本
経
済
の
「
高
度
成
長
は
た
ん
た
る
民
間
企
業
の
資
本
の
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

蓄
積
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
１
成
長
条
件
を
利
用
し
た
経
済
政
策
に
と
ど
ま
ら
ず
、
体
制
の
組
織
化
に
よ
る
国
民
統
合
の
た
め
」
と

い
う
規
定
と
分
析
が
出
て
く
る
。
　
「
経
済
大
国
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ソ
が
、
こ
う
し
て
か
か
げ
ら
れ
、
七
〇
年
代
は
「
国
際
化
」
の
時
代

と
い
う
形
で
の
国
民
統
合
が
目
指
さ
れ
、
そ
の
挫
折
が
明
ら
か
に
な
っ
た
八
○
年
代
の
統
合
シ
ソ
ポ
ル
は
「
地
方
の
時
代
」
と
さ
れ

（
１
２
）

る
の
で
あ
る
。

　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
キ
ャ
ソ
ペ
ー
ソ
に
よ
る
国
民
の
体
制
内
統
合
化
へ
の
試
み
が
支
配
層
に
ょ
っ
て
恒
常
的
に
行
な
わ
れ
る
の
は
当

然
だ
し
、
そ
れ
を
「
組
織
的
統
合
」
と
い
う
こ
と
は
一
向
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
最
高
の
自
已
目
的
化
し
て
、
独

占
資
本
の
強
蓄
積
問
題
よ
り
上
位
に
お
く
こ
と
が
、
ど
う
し
て
経
済
学
的
分
析
の
「
新
た
な
方
法
」
と
い
え
る
の
か
、
筆
者
に
は
理

解
で
き
な
い
。

　
六
〇
年
代
「
経
済
大
国
」
↓
一
九
七
〇
年
代
「
国
際
化
時
代
」
↓
八
○
年
代
「
地
方
の
時
代
」
と
い
う
統
合
ス
ロ
ー
ガ
ソ
の
区
分

自
体
も
き
わ
め
て
主
観
的
で
安
易
す
ぎ
る
。
内
陸
立
地
型
の
機
械
工
業
や
第
三
次
産
業
部
門
の
比
重
拡
大
な
ど
産
業
構
造
の
変
化
に

対
応
し
て
、
地
方
へ
の
重
点
移
行
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
今
後
「
成
長
の
バ
タ
ー
ソ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

が
「
地
方
自
治
体
を
中
心
と
す
る
行
財
政
主
導
型
に
転
換
」
す
る
な
ど
と
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
大
内
氏

は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
八
○
年
代
の
必
然
的
方
向
で
あ
る
と
し
て
、
　
「
新
混
合
経
済
体
制
と
よ
ぶ
べ
き
経
済
シ
ス
テ
ム
」
の
開
発

　
　
　
日
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
（
四
九
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
（
五
〇
〇
）
」

の
必
要
性
を
と
き
、
　
「
地
域
住
民
の
新
し
い
参
加
と
分
権
の
根
拠
」
が
そ
こ
で
与
え
ら
れ
、
　
「
新
た
な
民
主
主
義
に
も
と
づ
く
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

参
加
の
シ
ス
テ
ム
を
基
礎
に
し
て
、
現
代
国
家
の
権
力
構
造
の
変
革
が
不
可
避
と
た
っ
て
く
る
」
と
ま
で
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
地
方
の
時
代
」
を
た
ん
た
る
政
府
の
キ
ャ
ソ
ベ
ー
ソ
と
み
る
こ
と
の
誤
り
は
そ
の
通
り
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
に
も
っ
ぱ
ら
変
革

の
客
観
的
．
主
体
的
条
件
を
求
め
る
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
も
た
し
か
だ
ろ
う
。
問
題
は
「
地
方
の
時
代
」
シ
ソ
ボ
ル
を
ど
ち
ら

が
先
取
り
す
る
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
戦
後
的
再
生
産
と
蓄
積
構
造
の
破
綻
を
政
府
と
独
占
資
本
が
ど
う
補
強
し
、
再
構
築
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
中
で
新
た
な
諸
矛
盾
が
地
域
的
に
も
全
国
的
に
も
、
ま
た
同
時
に
労
働
者
階
級
の
労
働
、
．
生
活
諸
条
件

に
現
わ
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
革
へ
の
展
望
を
労
働
者
階
級
の
立
場
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
大
内
氏
に
よ
る
と
「
現
代
国
家
に
よ
る
組
織
的
統
合
と
い
う
新
た
な
方
法
的
見
地
」
が
「
杜
会
体
制
の
十
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

タ
ル
な
把
握
」
の
見
地
」
に
な
る
の
だ
が
、
上
述
の
よ
う
た
簡
単
な
指
摘
だ
げ
で
も
到
底
「
ト
ー
タ
ル
た
把
握
」
に
な
り
え
な
い
こ

と
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
現
実
の
事
態
は
大
内
氏
の
画
く
シ
エ
ー
マ
と
は
違
い
、
一
方
で
は
、
ま
す
ま
す
国
際
化
時
代
の
キ
ャ
ソ
ベ
ー
ソ
が
政
府
・
財
界
に

よ
っ
て
ふ
り
ま
か
れ
（
八
○
年
度
「
経
済
白
書
」
の
”
先
進
国
論
”
、
通
産
省
産
構
審
の
「
八
○
年
代
ビ
ジ
ヨ
ソ
」
そ
の
他
）
他
方
で
は
い
わ
ゆ

る
「
総
合
安
全
保
障
論
」
、
「
経
済
安
全
保
障
論
」
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
強
要
の
も
と
で
の
軍
事
大
国
化
、
政

治
大
国
化
へ
の
志
向
と
政
策
が
本
筋
と
し
て
追
求
さ
れ
、
国
民
総
体
へ
新
た
た
負
担
が
押
し
つ
げ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
地
方
の
時
代
」
を
八
○
年
代
最
大
の
争
点
と
み
る
こ
と
の
誤
り
は
、
現
実
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
ほ
か
大
内
氏
の
論
文
で
は
、
唯
物
史
観
を
「
一
九
世
紀
的
仮
設
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「
停
滞
・
低
成
長
ド
グ
マ
」
が
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

然
的
に
生
み
だ
さ
れ
て
く
る
と
か
、
現
代
資
本
主
義
分
析
の
方
法
と
し
て
の
レ
ー
ニ
ソ
的
国
家
独
占
資
本
主
義
論
を
「
国
家
と
独
’



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

体
と
の
癒
着
に
よ
る
独
占
の
強
化
と
い
っ
た
レ
ー
ニ
ソ
的
教
条
」
と
し
て
批
判
す
る
な
ど
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
本
的
命
題
の
あ
か

ら
さ
ま
な
否
定
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
基
本
的
命
題
を
否
定
し
、
そ
れ
に
か
わ
る
「
新
し
い
方
法
」
と
し
て
大
内
氏
の
提
示
し
た
「
体
制
の
組
織
的

統
合
」
論
な
る
も
の
が
、
現
実
の
解
明
に
な
り
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
現
段
階
の
日
本
資
本
主

義
の
主
要
矛
盾
を
よ
み
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
１
）
　
二
っ
の
論
文
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
で
あ
り
、
発
表
の
時
期
か
ら
み
て
、
「
展
望
」
論
文
は
「
方
向
」
に
修
正
を
加
え
た
も
の
の
よ
う

　
　
　
　
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
　
「
展
望
」
九
八
べ
ー
ジ
。

　
　
（
３
）
同
二
二
五
べ
ー
ジ
。
「
方
向
」
一
八
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
４
）
　
大
内
「
方
向
」
一
〇
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
５
）
　
大
内
「
展
望
」
九
五
～
六
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
６
）
　
同
九
七
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
７
）
同
一
〇
八
ぺ
－
ジ
。

　
　
（
８
）
同
一
〇
ニ
ベ
ー
ジ
。

　
　
（
９
）
同
一
〇
一
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
１
０
）
　
大
内
「
方
法
」
一
六
ぺ
－
ジ
。

　
　
（
ｕ
）
　
「
展
望
」
一
一
一
～
一
一
ニ
ベ
ー
ジ
。

　
　
（
１
２
）
同
一
一
〇
～
二
二
五
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
１
３
）
同
二
二
四
べ
ー
ジ
。

　
　
（
１
４
）
同
一
〇
八
ぺ
ー
ジ
。

　
　
　
　
日
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
（
五
〇
一
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）

（
１
５
）
　
「
方
向
」
一
一
べ
ー
ジ
。

（
１
６
）
同
ニ
ハ
ベ
ー
ジ
。

四
〇
（
五
〇
二
）

二
　
柴
垣
和
夫
氏
の
見
解

　
同
じ
宇
野
派
に
属
す
る
柴
垣
和
夫
氏
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
「
目
本
資
本
主
義
の
成
功
と
破
綻
」
（
目
本
科
学
者
会
議

編
『
目
本
の
科
学
者
』
一
九
八
○
年
二
月
号
、
「
特
集
、
目
本
資
本
主
義
の
毘
段
階
」
所
収
）
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
柴
垣
氏
は
、
シ
」
の
論
文
で
「
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
三
分
の
一
世
紀
の
経
過
の
た
か
に
日
本
資
本
主
義
の
現
段
階
を
位
置
づ
げ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

そ
れ
を
通
じ
て
将
来
へ
の
若
干
の
展
望
を
試
み
よ
う
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
現
段
階
」
と
は
「
ほ
ぼ
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
に

　
　
　
　
　
（
２
）

か
げ
て
の
時
期
」
で
あ
る
。

　
柴
垣
氏
の
論
旨
を
簡
単
に
要
約
す
れ
ぱ
、
戦
後
日
本
資
本
主
義
の
高
度
成
長
を
支
え
て
き
た
内
外
の
諸
条
件
が
「
崩
壊
」
「
澗
渇
」

な
い
し
「
破
綻
」
し
、
　
「
最
近
四
、
五
年
の
日
本
資
本
主
義
は
、
文
字
ど
お
り
行
き
当
り
ば
っ
た
り
の
、
そ
の
日
暮
し
に
明
げ
暮

　
　
　
（
３
）

れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
「
国
際
的
環
境
」
を
取
上
げ
て
、
氏
は
、
五
〇
～
六
〇
年
代
を
「
バ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
」
の
時
代
で
あ
り
、
　
「
ド
ル

と
核
の
傘
」
に
よ
っ
て
戦
後
資
本
主
義
世
界
の
「
繁
栄
」
の
枠
組
み
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
目
本
に
却
し
て
い
え
ぽ
、

そ
の
ワ
ク
組
み
の
も
と
で
、
大
量
の
近
代
的
技
術
導
入
と
安
価
な
原
燃
料
の
確
保
が
可
能
と
な
り
、
っ
ぎ
に
述
べ
る
国
内
的
諸
条
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

と
結
合
し
て
、
高
度
成
長
を
可
能
に
さ
せ
た
と
い
う
。

　
国
内
的
条
件
と
い
う
の
は
「
安
価
で
質
の
よ
い
大
量
の
労
働
力
」
「
国
民
の
高
貯
蓄
率
を
背
景
と
」
た
独
得
の
資
金
供
給
機
構
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

「
戦
後
改
革
に
、
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
そ
の
他
の
経
済
的
・
政
治
的
・
杜
会
的
枠
組
み
」
の
三
つ
の
存
在
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
条
件
が
ど
の
よ
う
な
形
で
高
度
成
長
を
促
進
し
て
い
っ
た
か
が
、
簡
潔
に
語
ら
れ
、
そ
の
「
崩
壌
」
　
「
破
綻
」
の
な

か
で
「
七
四
～
五
年
の
世
界
同
時
不
況
」
が
お
こ
り
、
日
本
で
も
そ
の
一
環
と
し
て
不
兄
下
の
「
過
剰
蓄
積
を
暴
露
」
、
「
先
進
諸
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

は
お
し
た
べ
て
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
下
の
苦
境
に
あ
え
い
で
い
る
」
と
い
う
の
が
柴
垣
氏
の
現
状
認
識
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
や
現
状
判
断
に
大
筋
と
し
て
異
論
は
な
い
。
だ
が
、
い
く
っ
か
問
題
点
を
指
摘
し
な
げ
れ
ぼ
な

た
い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
第
一
は
・
　
「
国
際
的
環
境
」
の
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
の
「
ド
ル
と
核
の
傘
」
へ
の
編
入
が
一
目
同
度
成
長
を
も
可
能
に
し

た
対
外
的
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。
日
米
関
係
を
重
視
す
る

点
に
他
の
宇
野
派
の
人
び
と
に
く
ら
べ
て
の
柴
垣
氏
の
特
色
の
ひ
と
つ
が
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
先
進
諸
国
に

く
ら
べ
て
の
対
米
関
係
の
特
異
性
（
日
本
資
本
主
義
の
対
米
従
属
の
特
別
の
深
さ
）
の
指
摘
は
本
論
文
で
み
る
か
ぎ
り
は
は
っ
き
り
し
た

い
・
金
融
・
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
，
技
術
面
で
の
と
り
わ
け
深
い
対
米
従
属
性
が
、
七
四
～
五
年
恐
慌
を
わ
が
国
で
特
別
鋭
い
も
の

と
し
・
さ
ら
に
１
不
況
の
長
期
化
を
招
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
点
の
よ
り
深
い
分
析
が
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
は
国
内
的
条
件
に
１
か
ん
し
て
。
七
四
～
五
年
恐
慌
の
原
因
と
し
て
、
柴
垣
氏
が
ま
ず
第
一
に
指
摘
す
る
の
は
、
完
全
雇
用
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

の
物
価
、
賃
金
の
ス
バ
イ
ラ
ル
と
そ
れ
を
押
え
る
た
め
の
総
需
要
抑
制
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
氏
は
、
高
度
成
長
を
支
え
た
国

内
的
条
件
の
第
一
に
、
安
価
、
良
質
の
大
量
の
労
働
力
を
あ
げ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
正
し
い
し
、
六
〇
年
代
の
高
度

成
長
の
な
か
で
労
働
力
需
給
が
次
第
に
ひ
っ
ば
く
し
て
い
っ
た
こ
と
も
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
七
〇
年
代
に
入
る
と
「
超
完

全
矯
一
状
撃
生
ま
れ
、
調
整
イ
ソ
フ
レ
、
狂
乱
物
価
の
な
か
で
「
完
全
雇
用
下
の
悪
性
イ
ソ
フ
レ
は
、
い
ま
言
本
に
集
格

　
　
　
日
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
（
五
〇
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
（
五
〇
四
）

的
た
物
価
と
賃
金
の
ス
バ
イ
ラ
ル
現
象
を
生
ぜ
し
め
」
、
そ
れ
が
「
強
力
な
総
需
要
抑
制
を
必
然
化
」
さ
せ
「
不
況
を
惹
起
」
さ
せ

た
、
と
い
う
判
断
は
い
か
が
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
統
計
的
デ
ー
タ
を
持
ち
出
す
余
裕
は
な
い
が
、
七
〇
年
代
に
入
る
と
独
占
的
大
企
業
部
門
で
の
人
べ
ら
し
は
す
で
に
始
ま

っ
て
い
た
（
製
造
業
常
用
雇
用
の
減
退
）
し
、
短
時
問
就
業
汰
ど
不
完
全
就
業
者
を
考
え
れ
ば
、
　
「
超
完
全
雇
用
」
な
ど
と
い
え
る
状

態
に
七
〇
年
代
初
頭
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
、
賃
金
・
物
価
の
ス
パ
イ
ラ
ル
論
と
引
締
め
政
策
に
よ
っ
て
「
不
況
」
を
説

明
す
る
の
は
、
現
象
面
で
の
説
明
に
は
な
り
え
て
も
、
事
態
の
真
の
解
明
に
は
な
り
え
な
い
。
　
「
過
剰
蓄
積
の
暴
露
」
の
指
摘
は
そ

れ
自
体
正
し
い
指
摘
だ
が
、
賃
金
・
物
価
ス
パ
イ
ラ
ル
↓
悪
性
イ
ソ
フ
レ
の
昂
進
↓
総
需
要
抑
制
↓
不
況
惹
起
↓
過
剰
蓄
積
の
暴
露

と
い
う
氏
の
論
理
展
開
を
そ
の
ま
ま
読
む
と
、
一
種
の
政
策
不
況
論
な
い
し
は
、
賃
金
上
昇
を
原
因
と
す
る
恐
慌
論
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
。
高
度
成
長
の
過
程
で
累
積
さ
れ
て
き
た
資
本
の
過
剰
の
表
面
化
が
一
連
の
イ
ソ
フ
レ
政
策
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ

れ
、
そ
の
限
界
を
露
呈
す
る
直
接
の
き
っ
か
げ
に
な
っ
た
の
が
第
一
次
石
油
シ
ヨ
ヅ
ク
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
は
、
　
「
現
局
面
と
若
干
の
展
望
」
に
か
ん
す
る
部
分
に
っ
い
て
。
　
「
そ
の
目
暮
ら
し
に
明
け
暮
れ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
、

感
覚
的
に
は
そ
の
通
り
だ
が
、
多
分
に
文
学
的
表
現
に
す
ぎ
る
。
混
沌
と
動
揺
の
な
か
で
、
政
府
と
独
占
資
本
が
そ
れ
な
り
に
、
蓄

積
条
件
の
再
構
築
を
い
そ
ぎ
、
い
ま
経
済
軍
事
化
と
対
外
進
出
に
目
標
を
設
定
、
国
民
に
対
す
る
新
た
な
搾
取
と
収
奪
を
試
み
よ
う

と
し
て
い
る
現
実
を
正
確
に
把
援
す
る
こ
と
が
な
に
よ
り
大
切
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
関
連
し
て
第
四
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
変
革
主
体
と
し
て
の
労
働
者
階
級
に
た
い
す
る
氏
の
判
断
で
あ
る
。
成

長
条
件
の
崩
壊
、
不
況
克
服
の
過
程
で
「
み
ご
と
に
成
功
し
た
の
は
減
量
経
営
」
で
あ
り
、
そ
の
成
功
を
可
能
に
し
た
の
は
労
働
者

階
級
の
「
従
順
さ
」
で
あ
っ
た
と
氏
は
述
べ
、
　
「
こ
の
従
順
さ
」
が
当
分
っ
づ
く
の
で
あ
れ
ば
目
本
資
本
主
義
は
そ
の
日
暮
し
た
り



に
安
泰
か
も
し
れ
た
い
」
　
「
そ
の
日
暮
し
が
支
配
階
級
の
統
治
能
力
の
喪
失
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
労
働
者

階
級
の
主
体
彩
成
が
進
ま
た
い
か
ぎ
り
、
資
本
主
義
は
『
解
体
』
を
っ
づ
げ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
自
動
的
に
死
減
す
る
こ
と
は
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

え
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
づ
げ
て
氏
は
、
欧
米
に
み
ら
れ
る
労
働
運
動
の
二
っ
の
傾
向
ー
ひ
と
っ
は
、
　
「
山
猫
ス
ト
や
ア
ブ
セ
ソ
テ
イ
ズ
ム
な
ど
の
一
種

の
無
政
府
主
義
化
の
方
向
」
、
も
う
ひ
と
っ
は
ユ
ー
口
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
志
向
す
る
「
労
働
者
階
級
の
統
治
者
と
し
て
の
主
体
形

成
を
追
求
す
る
動
き
」
　
　
を
指
摘
し
て
、
日
本
の
労
働
者
階
級
が
ど
の
方
向
を
選
択
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
が
現
局
面
と
結

　
　
　
　
　
（
９
）

論
づ
げ
て
い
る
。

　
こ
の
間
題
は
た
し
か
に
大
事
な
問
題
提
起
で
あ
る
。
主
体
形
成
の
問
題
を
目
本
資
本
主
義
分
析
と
つ
な
げ
て
論
ず
る
こ
と
は
、
マ

ル
ク
ス
主
義
的
経
済
分
析
の
基
本
的
要
請
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
柴
垣
氏
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
大
切
な

こ
と
は
一
見
逆
流
現
象
が
う
づ
ま
い
て
い
る
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
主
体
形
成
へ
の
動
き
が
現
実
に
着
実
に
進
行

し
て
い
る
の
か
を
み
き
わ
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
二
っ
の
道
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
の
か
を
客
観
的
に
な
が
め
て
い
る
だ
け
で
は
す

ま
な
い
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
大
内
秀
明
氏
の
場
合
と
同
様
、
柴
垣
氏
に
あ
っ
て
も
危
機
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用
が
避
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て

お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
柴
垣
氏
が
「
危
機
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用
を
避
げ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
資
本
主
義
の
「
解

体
」
は
つ
づ
い
て
も
労
働
者
の
主
体
形
成
の
進
ま
ぬ
か
ぎ
り
、
そ
の
自
動
的
死
減
は
あ
り
え
ぬ
と
の
認
識
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
経
済

的
危
機
が
政
治
的
危
機
に
連
結
す
る
た
め
に
１
は
変
革
主
体
の
彩
成
が
条
件
と
た
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
戦
後
的
蓄
積

条
件
の
崩
壊
を
指
摘
し
、
そ
の
展
望
も
定
か
で
な
い
状
況
を
も
「
危
機
」
と
規
定
し
え
な
い
の
で
は
、
現
実
も
正
し
く
把
握
し
え
な

　
　
　
　
目
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
（
五
〇
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）

い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

柴
垣
前
掲
一
二
ぺ
ー
ジ
。

同
二
一
ぺ
ー
ジ
。

同
ニ
ハ
ベ
ー
ジ
。

同
二
一
ぺ
ー
ジ
。

同
一
四
べ
ー
ジ
。

同
一
四
べ
ー
ジ
。

同
一
四
ぺ
ー
ジ
。

同
一
五
ぺ
ー
ジ
。

同
ニ
ハ
ベ
ー
ジ
。

四
四
（
五
〇
六
）

三
　
大
内
力
氏
の
見
解

　
最
後
に
大
内
氏
（
信
州
大
教
授
）
の
見
解
に
つ
い
て
も
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
氏
は
直
接
八
○
年
代
論
を
展
開
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
氏
の
現
状
認
識
と
主
体
問
題
の
特
異
な
把
握
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
批
判
的
に
検
討
を
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
大
内
氏
は
「
日
本
の
資
本
主
義
も
含
め
て
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
先
進
国
が
も
っ
て
い
る
基
本
的
な
問
題
」
と
し
て
「
い
わ
ゆ
る
ス

　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

タ
ク
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
と
呼
ぼ
れ
る
現
象
こ
そ
が
最
大
の
間
題
」
と
さ
れ
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
問
題
の
解
明
に
積
極
的
に
取
組
ん

　
　
　
　
（
２
）

で
お
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
自
体
が
テ
ー
マ
で
は
な
い
う
え
紙
数
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
氏
が
七
九
年
一
月
三

一
日
東
大
経
済
学
部
で
行
っ
た
「
目
本
経
済
」
の
告
別
講
義
の
記
録
に
若
干
手
を
入
れ
て
整
理
さ
れ
た
「
日
本
経
済
の
展
望
」
（
『
Ｕ



Ｐ
』
八
○
、
八
一
号
）
を
中
心
に
氏
の
所
説
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
大
内
氏
に
よ
れ
ば
「
今
目
の
目
本
経
済
を
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
が
ま
が
う
こ
と
な
く
支
配
」
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
オ
ィ
ル
．

シ
ョ
ッ
ク
と
い
う
よ
う
た
・
偶
然
的
な
外
的
な
条
件
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
国
家
独
占
資
本
主
義
と
し
て
の
目
本
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

済
の
構
造
そ
れ
自
体
か
ら
必
然
に
な
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
て
、
　
「
現
代
資
本
主
義
の
構
造
自
体
の
中
に
・
そ
の
原
因
を
も
っ
て
い
る
」

と
さ
れ
る
。

　
で
は
・
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
を
生
み
だ
し
て
い
る
”
構
造
〃
と
は
な
に
か
。
氏
は
、
「
技
術
革
新
」
の
停
滞
、
「
外
部
不
経
済
」

に
よ
る
コ
ス
ト
高
・
　
「
寡
占
体
制
の
強
化
」
に
ょ
る
管
理
価
格
の
っ
り
上
げ
、
　
「
労
賃
と
物
価
と
の
ス
バ
ィ
ラ
ル
」
の
四
っ
を
指
摘
、

こ
れ
ら
諸
要
因
の
複
合
に
よ
っ
て
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
を
説
明
、
と
り
わ
け
、
賃
金
．
物
価
悪
循
環
論
に
焦
点
を
お
い
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

対
策
と
し
て
の
所
得
政
策
の
失
敗
に
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
の
長
期
化
、
　
”
構
造
性
〃
を
み
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
・
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
の
長
期
性
や
構
造
的
性
格
、
そ
れ
が
国
独
資
的
構
造
に
根
ざ
す
こ
と
に
っ
い
て
の
指
摘
自
体
は

正
し
い
（
そ
の
意
味
で
大
内
秀
明
氏
の
批
判
は
成
立
た
な
い
）
が
、
資
本
の
過
剰
蓄
積
の
問
題
や
ド
ル
危
機
１
１
管
理
通
貨
体
制
の
矛
盾
の

問
題
・
さ
ら
に
は
、
国
独
資
的
財
政
金
融
政
策
の
問
題
な
ど
、
基
本
的
に
大
事
な
間
題
が
す
っ
か
り
抜
げ
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
点
で
・
大
内
氏
の
説
明
に
は
大
差
疑
問
姦
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
賃
金
．
物
価
悪
循
環
論
や
所
得
政
策

に
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
一
ソ
問
題
を
歪
小
化
し
て
し
ま
一
て
い
る
よ
う
た
論
理
構
成
に
は
基
本
的
窪
念
を
も
つ
。
ド
ル
と
国
独
資
の

も
と
で
展
開
さ
れ
て
き
た
戦
後
資
本
主
義
の
蓄
積
の
生
み
出
し
て
き
た
諸
矛
盾
の
累
積
と
そ
の
発
現
の
ひ
と
っ
の
重
大
な
現
わ
れ
と

し
て
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
を
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
現
段
階
の
間
題
を
す
べ
て
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
一
色
に
ぬ
り
っ
ぶ
し
て

し
ま
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
の
で
は
た
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
日
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
（
五
〇
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
（
五
〇
八
）

　
よ
り
間
題
た
の
は
、
大
内
氏
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
所
得
政
策
の
失
敗
の
原
因
を
労
働
者
階
級
に
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
◎

氏
は
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
．
セ
ソ
タ
ー
の
結
ん
だ
杜
会
契
約
が
一
般
の
労
働
者
の
「
山
猫
ス
ト
的
な
、
無
政
府
的
な
行
動
に
よ
っ
て
破
ら
れ

　
　
（
６
）

て
い
る
」
と
イ
ギ
リ
ス
を
例
に
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
所
得
政
策
１
１
杜
会
契
約
が
、
い
わ
ゆ
る
賃
金
・
物
価
悪
循
環
論
１
ー
コ
ス

ト
．
プ
ツ
シ
ュ
論
に
よ
っ
て
物
価
上
昇
の
原
因
を
も
一
ぱ
ら
賃
金
上
昇
に
帰
着
さ
せ
、
独
占
価
格
の
規
制
に
は
事
実
上
手
を
っ
げ
ず
、

賃
上
げ
抑
制
の
み
を
は
か
る
政
府
、
独
占
資
本
に
好
都
合
な
政
策
で
あ
る
こ
と
は
常
識
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
氏
は
ス
タ
グ
フ

レ
ー
シ
ヨ
ン
対
策
と
し
て
の
所
得
政
策
の
採
用
を
当
然
視
し
、
そ
の
失
敗
の
原
因
を
労
働
者
に
求
め
て
い
る
。
被
害
者
を
加
害
者
に
・

結
果
を
原
因
に
す
り
か
え
、
右
翼
的
労
働
組
合
幹
部
の
賃
上
げ
抑
制
駄
力
姿
勢
に
反
対
す
る
大
衆
的
低
抗
運
動
を
〃
山
猫
ス
ト
的
、

無
政
府
的
〃
行
動
と
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
は
事
実
上
、
労
働
者
階
級
の
立
場
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
牟

　
氏
は
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
労
働
者
大
衆
の
当
然
の
自
衛
的
行
動
を
「
一
種
の
ア
ナ
ー
キ
ー
状
態
」
　
「
ア
ブ
セ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
」
の

現
わ
れ
と
み
「
労
働
者
自
体
が
資
本
主
義
の
中
で
腐
朽
性
、
頽
廃
性
を
強
め
、
い
わ
ば
自
己
崩
壊
す
る
傾
向
」
を
持
っ
て
い
る
と
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

で
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
資
本
家
の
方
も
大
内
氏
に
よ
れ
ば
労
働
者
階
級
を
お
さ
え
こ
む
能
力
を
失
い
っ
つ
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
一
共
産
党
宣
一
、
．
日
一
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
”
階
級
共
倒
れ
論
一
が
現
段
階
に
適
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
主
張
さ
れ
電

　
要
す
る
に
、
大
内
氏
の
結
論
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
っ
て
い
る
「
歴
史
的
地
点
」
は
、
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
か
ら
脱
却
す
る
道
が

見
出
し
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
　
「
そ
の
中
で
っ
ぎ
の
歴
史
を
担
う
べ
き
杜
会
的
勢
力
が
形
づ
く
ら
れ
え
な
く
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

杜
会
が
展
望
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
混
沌
と
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
労
働
者
階
級
が
〃
自
已
崩
壊
〃
傾
向
を
強

め
て
お
り
「
労
働
者
は
資
本
主
義
の
中
で
鍛
錬
さ
れ
陶
冶
さ
れ
て
、
み
ず
か
ら
の
組
織
力
を
強
め
、
そ
の
中
で
っ
ぎ
の
杜
会
の
主
人

公
に
な
る
能
力
と
意
識
を
だ
ん
だ
ん
と
強
め
て
ゆ
く
と
い
う
」
の
は
マ
ル
ク
ス
の
「
公
式
」
で
あ
っ
て
、
現
段
階
に
は
あ
て
は
ま
ら



ぬ
と
い
う
大
内
氏
の
判
断
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
も
当
然
の
結
論
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
労
働
者
階
級
の
総
体
が
、
　
「
腐
朽
性
、
頽
廃
性
を
強
め
」
た
り
、
　
”
自
已
崩
壊
〃
傾
向
を
強
め
た
り
し
て
い
る
た
ど
と

考
え
る
の
は
、
あ
ま
り
に
ー
も
大
内
氏
の
主
観
的
判
断
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
労
働
者
階
級
の
今
後
の
方
向
と
し
て
、
ア

ブ
セ
ソ
チ
ズ
ム
の
傾
向
と
、
変
革
主
体
へ
の
方
向
の
二
っ
を
検
出
、
後
者
に
期
待
を
か
け
る
柴
垣
氏
の
見
解
と
く
ら
べ
て
も
明
ら
か

に
大
内
氏
は
後
赴
し
て
い
る
。
大
内
氏
は
組
合
幹
部
の
最
大
の
嘆
き
が
若
い
労
働
者
の
労
働
組
合
ば
た
れ
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ

れ
を
労
働
者
の
腐
朽
性
、
頽
廃
性
に
っ
な
げ
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
読
み
と
れ
る
の
だ
が
、
若
年
労
働
者
の
組
合
ぱ
な
れ
の
基
本
的

原
因
は
、
御
用
組
合
化
し
た
右
翼
的
労
働
組
合
幹
部
へ
の
不
信
感
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
全
然
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
変
革

主
体
と
し
て
の
労
働
者
階
級
に
た
い
す
る
大
内
氏
の
絶
望
的
不
信
感
は
「
政
治
を
動
か
す
カ
」
と
し
て
の
「
新
中
間
層
」
１
１
い
わ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

る
「
中
道
志
向
」
へ
の
期
待
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
共
産
党
た
り
、
杜
会
党
左
派
な
り
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
主
義
な
る
も
の
は
凋
落
す
る
」
と
み
る
大
内
氏
の
理
論
的
立
場
の
必
然
的
所
産
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
大
内
秀
明
氏
、
柴
垣
和
夫
氏
、
大
内
力
氏
を
代
表
と
す
る
宇
野
派
現
状
分
析
に
あ
っ
て
は
現
段
階
を

「
危
機
」
と
み
る
こ
と
に
は
共
通
し
て
否
定
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宇
野
派
と
よ
ば
れ
る
人
び
と
が
す
べ
て
そ
う
だ

と
み
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
榎
本
正
敏
氏
（
筑
波
大
助
教
授
）
は
「
理
論
的
水
準
も
極
め
て
高
く
、
ま
た
本
格
的
た
日
本
経
済
論

の
新
た
た
移
成
を
目
指
し
て
構
築
さ
れ
た
現
状
分
析
の
書
」
と
し
て
、
川
上
忠
雄
．
粕
屋
信
次
．
佐
藤
浩
一
著
『
現
代
日
本
帝
国
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

義
』
（
現
代
評
論
杜
、
七
九
年
）
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
評
価
点
の
ひ
と
っ
が
「
現
代
分
析
論
の
視
座
を
危
機
の
解
明

に
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
政
治
体
制
な
い
し
は
政
治
過
程
を
直
接
に
大
き
く
現
状
分
析
論
に
取
り
込
ん
で
、
経
済
過
程

　
　
　
　
目
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
（
五
〇
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
（
五
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

も
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
整
序
し
て
み
せ
る
と
い
う
、
あ
ら
た
な
視
野
を
切
り
開
い
て
み
せ
た
こ
と
」
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
『
現
代
日
本
帝
国
主
義
』
そ
１
の
も
の
の
評
価
は
、
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
の
で
割
愛
せ
ざ
る
を
え

な
い
が
、
榎
本
論
文
を
あ
え
て
引
用
し
た
の
は
、
宇
野
派
に
あ
っ
て
、
危
機
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
現
状
分
析
論
に
「
あ
ら
た
な
視
野

を
切
り
開
く
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宇
野
派
現
状
分
析
論
の
対
象
は
、
と
く
に
大
内
力
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

場
合
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
無
限
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
限
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
、
危
機
ア
プ
回
－
チ
の
「
視
座
」
が
こ
と
あ
た
ら
し
く
、
評
価
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
状
分
析
論

の
課
題
を
、
現
段
階
の
日
本
資
本
主
義
の
蓄
積
構
造
の
特
質
と
そ
こ
に
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
主
要
矛
盾
、
そ
の
階
級
対
抗
の
現
わ
れ

を
ど
う
規
定
す
る
か
に
お
バ
か
ぎ
り
、
無
限
定
の
対
象
の
個
別
的
分
析
た
ど
に
あ
げ
く
れ
る
こ
と
は
も
と
も
と
不
可
能
の
は
ず
で
あ

る
。　

要
す
る
に
、
危
機
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
宇
野
派
の
共
通
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
っ
た
こ
と
の
確
認
が
同
派
の
榎
本
氏
自
身
に
よ

っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
結
局
そ
こ
か
ら
、
上
述
の
三
氏
の
よ
う
な
現
状
分
析
の
多
面
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
そ
の
誤
り
や
限

界
が
否
応
な
し
に
露
呈
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
　
大
内
力
「
日
本
経
済
の
展
望
」
（
上
）
　
　
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
を
中
心
に
　
　
（
『
Ｕ
Ｐ
Ｉ
』
八
○
号
、
七
九
年
六
月
、
一
べ
ー
シ
）
。

　
　
（
２
）
　
大
内
力
「
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
考
」
（
『
経
済
評
論
』
七
六
年
一
月
）
、
同
「
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
再
考
」
（
『
経
済
評
論
』
七
六
年

　
　
　
　
一
月
、
同
編
著
『
毘
代
の
景
気
と
恐
慌
』
（
有
斐
閣
選
書
、
七
八
年
）
、
同
「
日
本
経
済
の
展
望
」
上
下
（
『
Ｕ
Ｐ
Ｉ
』
八
○
、
八
一
号
、

　
　
　
　
七
九
年
六
月
、
七
月
）
、
同
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
三
考
」
）
（
信
州
大
学
経
済
学
論
集
ニ
ハ
号
、
八
○
年
）
。

　
　
（
３
）
．
「
目
本
経
済
の
展
望
」
上
六
べ
－
ジ
。

　
　
（
４
）
　
同
三
べ
－
ジ
。



（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

同
一
王
～
七
一
－
ジ
・
釜
「
信
大
一
嚢
論
文
で
は
、
こ
れ
ら
の
論
点
が
よ
り
く
わ
し
く
理
論
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

躯
Ｈ
〃
一

同
九
ぺ
ー
ジ
。

誠
へ
む
聞
く
一
最
近
の
曇
政
治
経
済
蓼
ど
－
見
る
か
一
一
一
一
書
斎
一
窓
一
二
九
一
号
、
八
。
年
二
月
）
一
三
ぺ
、
ジ
）
。

磐
讐
ポ
経
済
論
一
新
し
一
吾
・
七
九
年
一
経
済
学
一
一
一
経
済
評
論
一
七
九
年
十
一
月
二
八
ぺ
、
ジ
）
。

た
讐
ザ
経
済
学
体
系
一
第
一
巻
「
経
済
学
方
法
論
一
東
大
出
版
会
七
九
年
、
第
一
章
七
五
ぺ
、
ジ
お
よ
び
第
四
章
、
現
状
分

析
の
方
法
」
三
〇
三
べ
ー
ジ
以
下
。

　
　
　
　
四
　
大
島
雄
一
氏
の
見
解

以
上
み
て
き
た
よ
乏
・
「
危
機
一
視
点
婁
現
状
分
析
が
宇
野
派
、
旧
労
農
派
と
よ
ぱ
れ
て
い
る
人
び
と
の
ほ
ぼ
共
通
し
｝

特
色
で
あ
る
と
す
れ
ば
・
こ
れ
と
対
照
的
笠
場
に
い
る
の
が
、
ひ
ろ
い
意
味
で
の
旧
講
座
派
系
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
の
人
び
と
で

あ
ろ
う
・
〃
ひ
ろ
い
意
味
で
〃
と
い
う
の
ハ
宇
野
派
の
よ
う
箕
通
の
方
法
論
を
持
つ
て
い
た
い
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
だ
が
、
こ

の
奈
で
・
故
山
田
盛
太
郎
氏
を
頂
点
と
す
る
一
土
地
制
度
史
学
会
一
に
拠
る
同
氏
直
系
の
研
究
老
集
団
は
、
共
通
し
て
い
わ
ゆ
る

「
再
生
産
論
一
的
ア
プ
マ
チ
に
よ
る
蓼
析
を
試
み
て
い
る
点
で
、
学
靖
の
有
力
た
潮
流
を
形
成
し
て
い
る
。
宇
野
派
と
と

も
に
目
本
の
講
壇
プ
ル
ク
ス
経
済
学
界
の
二
大
潮
流
と
い
っ
て
も
い
い
走
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
（
五
一
一
）

　
　
　
　
日
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
（
五
一
二
）

こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
山
田
盛
太
郎
茎
九
六
五
年
「
戦
後
大
不
況
期
段
階
一
の
規
菱
現
段
階
規
定
と
し
て
提
示
し
ぎ
と

を
契
機
に
、
そ
れ
を
「
敗
管
本
資
本
主
義
の
内
的
な
蓄
積
過
程
と
そ
の
危
麓
立
毎
て
・
そ
の
観
点
か
ら
あ
た
え
ら
隻

も
の
と
し
、
六
〇
年
代
後
半
以
降
、
日
本
資
本
主
義
の
分
析
を
「
危
機
一
視
点
か
ら
深
め
て
い
鴛

こ
こ
で
取
上
げ
る
大
島
雄
戻
（
名
憂
教
授
）
の
見
解
も
、
そ
う
し
た
研
究
成
童
環
で
考
と
く
に
大
島
氏
だ
け
を
対

↓
と
べ
の
は
、
他
の
人
び
と
と
違
つ
て
、
直
接
こ
こ
で
の
テ
↓
で
雲
八
・
年
代
論
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
に
す

ぎ
た
、
大
島
氏
の
見
解
を
一
土
地
制
度
史
学
会
一
系
統
の
唯
一
の
代
表
的
見
解
と
考
え
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ

．
め
お
断
り
し
て
お
く
。

大
島
氏
の
現
状
↓
析
論
は
、
方
法
論
的
な
も
の
を
含
め
て
か
な
－
多
面
的
で
も
氏
の
所
説
茎
面
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
他

日
に
譲
ら
淳
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
「
戦
後
呆
資
本
主
義
の
現
段
階
一
一
一
日
本
の
科
学
者
一
八
。
年
二
月
号
所
収
・
以
下

一
現
段
階
一
と
略
一
を
中
心
に
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
他
の
論
文
を
参
照
す
る
こ
と
に
止
め
る
・

大
島
氏
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
。
年
代
は
一
靖
妻
世
界
の
構
造
的
危
機
が
展
開
し
た
時
代
一
で
あ
－
・
「
七
。
年
代
の
長
期
不

況
は
八
。
年
代
に
も
展
望
を
見
出
し
得
な
い
」
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
嚢
的
危
轡
は
そ
れ
自
体
が
杜
会
主
義
一
の
長
期
に
わ

た
る
移
行
局
面
の
露
、
を
た
す
。
そ
の
「
画
期
一
は
七
委
「
－
・
・
体
制
の
崩
壊
一
で
膏
・
「
戦
後
蓄
霧
造
の
終
局

的
解
体
の
画
期
一
と
「
移
行
局
面
の
展
開
の
起
点
を
あ
た
え
る
島
一
と
さ
れ
る
・

こ
の
「
危
機
、
移
行
局
面
一
と
し
て
の
現
段
階
把
握
は
氏
の
独
自
の
世
界
史
的
認
識
を
背
一
芝
も
一
て
い
る
・
氏
に
よ
れ
ば

「
二
般
的
危
機
』
と
は
、
世
界
史
的
に
は
資
本
主
義
が
歴
史
的
生
命
力
を
失
一
た
、
杜
会
主
義
一
の
移
行
碧
資
本
主
義
の
側
か

ら
み
た
規
定
一
で
あ
り
二
般
的
危
機
の
段
階
は
、
杜
会
主
義
の
生
成
期
－
世
界
史
的
な
意
味
で
の
杜
一
至
義
の
原
蓄
期
一
で
あ
電



あ
る
い
は
「
資
本
主
童
般
的
危
機
の
段
階
と
は
、
世
界
史
的
に
は
、
杜
会
主
義
の
生
成
、
原
蓄
段
階
に
属
巧
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
の
旧
体
制
と
し
て
の
資
本
主
義
に
っ
い
て
あ
た
え
ら
れ
る
、
い
わ
ぼ
二
次
的
窪
階
墨
一
と
も
さ
れ
る
。

大
島
氏
は
・
こ
の
よ
う
な
「
危
機
一
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
現
段
階
を
「
一
般
的
危
機
の
第
二
段
階
の
解
体
局
面
一
で
あ
り
、
発

達
し
た
資
本
主
蓄
に
お
い
て
「
現
著
杜
会
主
義
が
提
起
さ
れ
る
局
面
一
と
祭
、
「
目
本
圭
た
世
界
史
的
過
程
の
例
外
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

た
い
」
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

目
本
資
本
主
義
の
現
段
階
を
「
構
造
的
危
機
一
と
把
琴
る
こ
と
や
、
二
般
的
危
機
の
第
二
段
階
一
が
、
害
一
っ
別
の
局
面

へ
移
行
し
っ
っ
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
筆
者
集
論
窪
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
杜
会
主
義
一
の
移
行
期
一
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
は
・
歴
史
の
発
展
法
則
の
展
開
と
い
う
長
期
的
視
点
で
は
そ
の
通
り
と
し
て
も
、
あ
ま
り
に
一
般
的
規
定
写
ぎ

る
の
で
窪
い
か
・
発
達
し
た
資
本
主
義
諸
票
お
し
た
べ
て
戦
後
的
蓄
積
条
件
の
破
綻
に
見
舞
わ
れ
て
盲
、
そ
の
か
ぎ
り
で
危

機
段
階
に
あ
る
こ
と
と
・
杜
会
主
義
一
の
移
行
の
現
実
的
段
階
に
き
て
い
る
こ
と
と
が
同
義
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
葦
主
体
形

成
の
間
題
や
・
そ
の
他
数
多
く
の
媒
介
環
を
雲
に
し
て
両
妻
直
結
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
現
段
階
を
”
第
一

次
的
に
は
一
〃
杜
会
主
義
の
原
蓄
段
階
一
と
い
う
よ
差
ヵ
テ
ゴ
リ
と
よ
つ
て
総
括
す
る
こ
と
浸
強
い
疑
問
を
提
示
芸
る
を

え
た
い
。

　
と
も
か
く
大
島
氏
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
危
機
１
１
移
行
局
面
」
論
に
立
っ
て
、
　
「
現
段
階
」
論
文
で
は
「
現
在
の
資
本
主
義
の
構

造
的
危
機
を
移
行
局
面
と
し
て
ど
の
よ
う
に
規
定
し
う
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
本
主
義
の
歴
史
的
具
体
的
た
構
成
を
移
行
局

面
と
の
か
か
わ
り
で
ど
の
よ
う
に
規
定
し
う
る
か
一
を
テ
↓
と
し
て
、
戦
後
目
本
資
本
主
奮
つ
い
て
澗
題
点
を
指
摘
し
て
い
く
。

そ
こ
で
斤
は
・
戦
後
改
革
の
特
異
性
と
「
重
化
学
工
業
段
階
の
成
立
」
の
特
異
性
の
二
っ
を
み
る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
に
な
る
と

　
　
　
　
目
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
諭
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
（
五
二
二
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
（
五
一
四
）

し
て
、
そ
の
検
証
の
う
え
で
貿
易
構
造
の
再
編
や
「
目
本
農
業
の
輸
出
産
業
と
し
て
の
構
築
」
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
政
策
的
醤
言
を
行

い
「
国
民
的
生
産
」
へ
の
展
望
を
試
み
て
い
る
。
そ
れ
自
体
興
味
の
あ
る
大
島
氏
ら
し
い
分
析
と
提
言
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
移
行
局

面
」
よ
り
も
「
危
機
」
把
握
が
論
点
た
の
で
、
大
島
氏
の
「
危
機
」
理
解
を
も
う
少
し
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　
大
島
氏
が
七
一
年
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
固
定
レ
ー
ト
制
崩
壊
を
「
戦
後
蓄
積
構
造
の
終
局
的
解
体
の
画
期
」
と
み
、
資
本
主
義
世
界
の
構
造

的
危
機
の
幕
あ
げ
を
そ
こ
に
求
め
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
－
Ｍ
・
が
「
戦
後
資
本
主
義
再
建
の
最
奥
の
基
蟹
で
あ
り
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

戦
後
「
冷
戦
体
制
１
１
軍
需
イ
ソ
フ
レ
ー
シ
ヨ
ソ
的
蓄
積
の
体
制
の
基
盤
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
た
氏
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
・

だ
か
ら
、
七
一
年
の
ニ
ク
ソ
ソ
訪
中
声
明
と
ド
ル
の
金
交
換
停
止
が
、
そ
の
よ
う
た
「
基
盤
」
を
「
支
配
再
建
の
最
上
の
武
器
と
し

て
き
た
ほ
か
な
ら
ぬ
ア
メ
リ
カ
と
日
本
」
に
致
命
的
打
撃
を
与
え
、
　
「
戦
後
資
本
主
義
世
界
発
展
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
戦
後
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

本
の
高
度
成
長
の
、
決
定
的
転
換
点
」
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
基
本
的
に
正
し
い
。

　
し
か
し
、
問
題
は
、
そ
こ
か
ら
氏
が
導
き
出
し
て
く
る
コ
一
〇
世
紀
末
大
不
況
」
論
な
る
、
こ
れ
ま
た
氏
に
独
自
の
特
異
な
現
段

階
把
握
で
あ
る
。
氏
は
、
　
「
現
在
先
進
資
本
主
義
諸
国
が
直
面
し
て
い
る
イ
ソ
フ
レ
不
況
」
１
ー
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
を
「
長
期
的

構
造
的
な
危
機
」
　
「
長
期
停
滞
局
面
」
の
現
わ
れ
と
し
、
そ
の
「
歴
史
的
性
格
」
を
「
二
〇
世
紀
末
大
不
況
」
と
し
て
位
置
づ
げ
る

　
　
　
（
１
５
）

の
で
あ
る
。

．
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
提
起
は
、
　
「
資
本
主
義
の
帝
国
主
義
１
１
独
占
資
本
主
義
へ
の
構
造
転
化
を
媒
介
し
、
仁
の
帰
結
が
資
本
主
義
の

世
界
史
的
終
焉
の
起
点
１
１
回
シ
ア
革
命
を
生
み
だ
し
た
一
九
世
紀
末
大
不
況
」
と
の
歴
史
的
対
比
の
も
と
で
、
現
段
階
の
展
望
を
杜

　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

会
主
義
へ
の
移
行
に
み
る
視
角
か
ら
打
出
さ
れ
た
も
の
と
大
島
氏
は
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
直
接
的
に
は
三
〇
年
代
の
大
恐
慌
１
１
慢

性
不
況
と
の
対
比
で
現
段
階
を
み
る
こ
と
を
「
恐
慌
論
１
１
循
環
論
的
観
点
」
と
し
て
、
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な



視
角
か
ら
の
分
析
の
極
限
を
示
す
も
の
と
し
て
、
大
内
力
底
の
前
掲
論
文
を
あ
げ
て
、
そ
こ
で
の
労
資
の
「
階
級
共
倒
れ
」
論
的
終
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

観
的
展
望
の
否
定
論
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
恐
慌
Ｈ
循
環
論
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
理
段
階
の
危
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

の
構
造
は
解
明
で
き
ぬ
と
す
る
氏
独
自
の
「
構
造
論
の
視
点
」
が
こ
こ
に
は
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
氏
が
大
内
氏
の
”
共
倒
れ
論
”
を
否
定
し
て
、
杜
会
主
義
へ
の
移
行
視
点
の
原
則
的
正
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
か
ぎ

り
で
は
ま
っ
た
く
正
し
い
し
、
実
践
的
要
請
に
も
こ
た
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
氏

の
「
二
〇
世
紀
末
大
不
況
」
論
が
正
し
い
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
た
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
筆
老
の
疑
問
点
で
あ
る
。
間

題
は
い
く
つ
か
あ
る
。

　
疑
問
点
の
第
一
は
、
氏
の
「
二
〇
世
紀
末
大
不
況
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
山
田
盛
太
郎
氏
の
「
戦
後
大
不
況
期
段
階
」
の
「
具
体
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
９
）

の
規
定
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
点
に
か
か
わ
る
。
山
田
氏
の
観
定
が
六
〇
年
代
半
ば
の
日
本
資
本
主
義
の
現
状
診
断
を
も
と
に

提
起
さ
れ
て
い
る
の
に
、
大
島
氏
は
、
七
一
年
を
起
点
と
し
て
「
二
〇
世
紀
末
大
不
況
」
論
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
問

の
「
高
度
成
長
」
第
二
局
面
（
六
五
～
七
〇
年
）
を
ど
う
説
明
す
る
か
が
ひ
と
っ
の
論
点
に
１
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
大
島
氏
は
、

こ
の
時
期
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
に
は
「
危
機
要
因
の
明
白
な
展
開
」
は
あ
っ
た
が
、
当
時
は
「
そ
れ
な
り
に
機
能
し
え
て
い
た
」
こ
と
、
日

本
資
本
主
義
は
、
赤
字
国
債
に
よ
る
イ
ソ
フ
レ
的
財
政
政
策
の
展
開
、
集
中
豪
雨
的
輸
出
に
よ
っ
て
「
構
造
解
体
の
危
機
を
湖
塗
」

し
え
て
い
た
こ
と
が
山
田
氏
の
規
定
の
意
義
を
不
明
確
に
さ
せ
た
の
だ
と
主
張
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
大
島
氏
は
、
世
界
資
本
主
義
に
っ
い
て
は
七
一
年
以
降
、
日
本
の
場
合
は
六
〇
年
代
半
ば
以
降
を

「
二
〇
世
紀
末
大
不
況
」
と
二
重
に
観
定
さ
れ
る
っ
も
り
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
す
ぐ
出
て
く
る
。
筆
者
の
意
見
で
は
、

現
在
の
時
点
で
考
え
る
な
ら
、
六
〇
年
代
半
ぼ
で
の
「
戦
後
大
不
況
期
段
階
」
規
定
は
、
早
す
ぎ
た
、
と
い
う
よ
り
、
誤
り
で
あ
っ

　
　
　
日
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
（
五
一
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
（
五
ニ
ハ
）

た
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
べ
き
で
は
た
い
か
と
思
う
。
山
田
規
定
の
”
救
済
”
が
誤
り
を
増
幅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
の
疑
問
点
は
、
こ
の
よ
う
な
「
戦
後
大
不
況
期
段
階
」
論
に
せ
よ
、
　
「
二
〇
世
紀
末
大
不
況
」
論
に
せ
よ
、
そ
の
根
拠
の
ひ

と
つ
と
さ
れ
て
い
る
鉄
鋼
・
機
械
を
軸
と
す
る
「
戦
後
重
化
学
工
業
段
階
」
の
成
立
１
１
危
機
発
現
の
シ
ユ
ー
マ
ヘ
の
疑
間
で
あ
る
。

こ
の
シ
ェ
ー
マ
の
根
底
に
、
い
わ
ゆ
る
「
再
生
産
論
」
的
方
法
論
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
　
”
型
の
確
立
１
１
解
体
１
１
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

機
〃
理
解
が
理
実
の
実
態
分
析
に
お
い
て
、
国
独
資
論
を
資
本
主
義
分
析
の
方
法
１
１
理
論
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
に
っ
な
が
る
の
で

は
、
や
は
り
分
析
の
一
面
性
を
免
れ
た
い
の
で
は
た
い
か
。

　
第
三
は
、
　
「
二
〇
世
紀
末
大
不
況
」
論
を
一
応
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
も
と
で
の
日
本
資
本
主
義
の
「
構
造
的
危
機
」
の
実
態

や
特
質
が
少
く
と
も
「
現
段
階
」
論
文
で
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
主
題
が
、
構
造
的

危
機
を
移
行
局
面
と
し
て
ど
う
規
定
す
る
か
に
お
か
れ
て
い
て
、
構
造
的
危
機
自
体
は
自
明
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
た
め
か
と
も
思

わ
れ
る
。
し
か
し
大
島
氏
の
他
の
論
文
を
読
ん
で
み
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
、
こ
の
点
の
解
明
、
っ
ま
り
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的

危
機
自
体
が
体
系
的
に
、
構
造
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
掲
『
目
本
経
済
史
』
で
の
執
筆
論
文
が
も
っ
と
も
ま
と

ま
っ
た
捗
で
歴
史
的
に
戦
後
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的
特
質
と
、
　
「
危
機
」
の
解
明
に
あ
て
ら
れ
て
い
て
興
味
深
い
が
、
こ
こ
に
は

「
戦
後
大
不
況
期
段
階
」
論
も
「
二
〇
世
紀
末
大
不
況
」
論
も
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
論
も
出
て
こ
な
い
。

　
ま
た
、
こ
の
論
文
で
み
る
か
ぎ
り
、
大
島
氏
の
戦
後
日
本
資
本
主
義
の
時
期
区
分
は
、
五
五
～
七
一
年
１
１
高
度
成
長
期
（
第
一
局

面
（
五
五
～
六
二
年
）
第
二
局
面
（
六
五
～
七
一
年
）
、
七
一
～
１
１
危
機
局
面
と
さ
れ
、
六
二
～
六
五
（
っ
ま
り
、
山
田
氏
の
い
う
戦
後
大
不
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

期
段
階
」
へ
の
時
期
）
は
”
矛
盾
展
開
〃
の
時
期
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
］
一
〇
世
紀
末
大
不
況
」
期
を
六
〇
年
半
ぱ
ま
で
引
き
上



“

げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
推
測
し
た
筆
者
の
考
え
は
あ
る
い
は
当
を
え
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
た
い
。

　
も
ち
ろ
ん
大
島
氏
は
、
高
度
成
長
期
の
展
開
を
「
蓄
積
定
型
」
１
１
「
蓄
積
の
型
」
の
内
的
矛
盾
と
し
て
押
え
ら
れ
、
戦
後
重
化
学

工
業
の
蓄
積
定
型
の
成
立
↓
そ
の
内
的
矛
盾
の
展
開
↓
そ
の
蓄
積
の
崩
壊
の
危
機
局
面
と
し
て
戦
後
過
程
を
そ
れ
な
り
に
見
事
に
整

理
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
間
題
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
崩
壊
１
１
危
機
発
現
を
検
証
す
る
だ
げ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
も
と
で
の
日

本
資
本
主
義
の
危
機
の
構
造
を
全
機
構
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
も
と
で
の
変
革
主
体
の
形
成
の
条
件
と

状
況
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
に
第
五
の
疑
問
点
も
出
て
く
る
。
大
島
氏
の
場
合
危
機
の
把
握
に
主
体
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
く
る
の
だ
ろ

う
か
。
と
り
わ
げ
、
危
機
１
１
杜
会
主
義
へ
の
移
行
局
面
を
主
張
さ
れ
る
氏
の
場
合
、
そ
の
疑
問
は
一
層
深
ま
る
。
主
体
抜
き
の
移
行

論
な
ど
大
島
氏
が
考
え
て
お
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
の
だ
か
ら
、
前
述
の
よ
う
な
柴
垣
氏
の
所
説
を
積
極
的
に
乗
り
こ
え
て
い
く
う
え

か
ら
も
、
こ
の
点
の
究
明
を
大
島
氏
に
期
待
し
た
い
。

（
１
）
　
両
派
の
人
び
と
に
よ
る
戦
後
日
本
資
本
主
義
に
か
ん
す
る
諸
労
作
と
間
題
点
に
っ
い
て
は
、
さ
し
当
り
拙
稿
「
戦
後
目
本
資
本
主
義
論

　
　
に
つ
い
て
」
（
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
総
合
研
究
会
報
』
第
二
号
、
八
○
年
十
月
）
参
照
。

（
２
）
　
山
田
盛
太
郎
氏
の
一
九
六
五
年
土
地
制
度
史
学
会
報
告
（
『
土
地
制
度
史
学
』
三
〇
号
「
会
報
」
六
六
年
）
。

（
３
）
　
大
島
雄
一
「
戦
後
目
本
資
本
主
義
の
現
段
階
」
（
目
本
科
学
者
会
議
編
『
目
本
の
科
学
老
』
八
○
年
二
月
号
特
集
「
目
本
資
本
主
義
の

　
　
現
段
階
」
所
収
）
七
べ
－
ジ
。

（
４
）
　
さ
し
当
り
、
二
瓶
敏
「
戦
後
目
本
資
本
主
義
の
戦
後
再
編
と
危
機
の
進
行
」
（
『
土
地
制
度
史
学
』
四
一
号
、
六
八
年
十
月
）
、
同
「
戦

　
　
後
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的
危
機
把
握
の
た
め
に
」
（
専
修
大
『
杜
会
科
学
年
報
』
一
〇
号
、
七
六
年
）
、
古
川
哲
「
現
代
目
本
資
本
主

　
　
義
の
危
機
構
造
」
（
『
世
界
経
済
評
論
』
七
七
年
四
月
号
）
、
南
克
已
「
戦
後
重
化
学
工
業
段
階
の
歴
史
的
地
位
」
（
島
・
大
橋
・
宇
佐
美
編

　
　
『
新
マ
ル
ク
ス
経
済
学
講
座
』
第
五
巻
「
戦
後
目
本
資
本
主
義
の
構
造
」
所
収
、
七
六
年
）
た
ど
参
照
。

　
目
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
（
五
一
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

（
１
８
）

（
１
９
）

（
２
０
）

（
２
１
）

五
六
（
五
一
八
）

　
大
島
雄
一
「
二
〇
世
紀
末
大
不
況
の
歴
史
的
性
格
」
（
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
七
六
年
三
・
一
号
）
、
同
「
戦
後
日
本
資
本
主
義
分
析
の
軌

跡
」
（
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
七
九
年
一
・
一
六
号
）
、
同
二
般
的
危
機
論
と
戦
後
日
本
資
本
主
義
分
析
」
１
方
法
論
的
反
省
１
（
経
済
理

論
学
会
編
『
現
代
資
本
主
義
と
全
般
的
危
機
』
同
会
年
報
一
四
集
．
青
木
書
店
七
七
年
）
、
同
「
資
本
主
義
分
析
と
危
機
論
」
（
『
現
代
と

思
想
』
三
四
号
七
八
年
）
、
同
「
戦
後
改
革
把
握
の
基
礎
視
点
」
（
『
歴
史
評
論
』
七
七
年
二
月
号
）
、
同
「
戦
後
目
本
資
本
主
義
の
構
造

と
段
階
」
（
蒐
沢
君
夫
・
後
藤
靖
編
『
目
本
経
済
史
』
七
七
年
）
、
同
「
現
代
帝
国
主
義
と
財
政
、
通
貨
危
機
」
（
新
マ
ル
ク
ス
経
済
学
講

座
』
３
「
帝
国
主
義
と
現
代
」
所
収
、
七
二
年
）

　
大
島
「
現
段
階
」
五
ぺ
ー
ジ
お
よ
び
一
一
ぺ
－
ジ
な
ど
。

　
同
六
ぺ
－
ジ
。

　
同
八
ぺ
－
ジ
。

　
大
島
前
掲
「
玩
代
帝
国
主
義
と
財
政
・
通
貨
危
機
」
二
七
五
ぺ
－
ジ
。

　
大
島
前
掲
「
資
本
主
義
分
析
と
危
機
論
」
八
ぺ
－
ジ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
大
島
コ
一
〇
世
紀
末
大
不
況
の
歴
史
的
性
格
」
一
一
一
ぺ
ー
ジ
。

　
大
島
前
掲
「
戦
後
目
本
資
本
主
義
の
構
造
と
性
格
」
四
九
六
ぺ
－
ジ
。

　
大
島
「
現
段
階
」
五
ぺ
－
ジ
。

　
大
島
前
掲
「
構
造
と
段
階
」
四
九
六
ぺ
－
ジ
。

　
大
島
「
玩
段
階
」
六
～
八
ぺ
ー
ジ
。
お
よ
び
「
二
〇
世
紀
末
大
不
況
の
歴
史
的
性
格
」
一
一
〇
～
一
一
一
べ
－
ジ
。

　
「
現
段
階
」
七
ぺ
－
ジ
。

　
同
六
そ
七
ぺ
ー
ジ
。

　
コ
一
〇
世
紀
末
大
不
況
の
歴
史
的
性
格
」
（
一
一
一
べ
－
ジ
）
。

　
「
現
段
階
」
八
べ
－
ジ
。

　
「
資
本
主
義
分
析
と
危
機
論
」
一
九
ぺ
－
ジ
。

　
「
構
造
と
段
階
」
四
八
七
～
九
ぺ
ー
ジ
。



　
　
　
　
　
「
む
す
び
」
に
か
え
て

　
も
と
も
と
・
こ
の
小
論
は
・
現
段
階
の
日
本
資
本
主
義
の
危
機
の
構
造
を
解
明
す
る
た
め
の
準
備
作
業
の
ひ
と
っ
と
し
て
取
組
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
予
定
で
は
、
こ
の
あ
と
、
林
直
道
、
中
村
静
治
、
青
山
四
郎
氏
ら
の
論
文
の
検
討
も
行
い
、
マ
ル
ク

ス
経
済
学
老
の
「
危
機
論
」
の
総
括
的
分
析
、
さ
ら
に
、
政
府
・
財
界
サ
イ
ド
の
「
危
機
論
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
経
済
安
全
保

障
論
」
や
「
総
合
安
全
保
障
論
」
を
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
（
総
合
研
究
開
発
機
構
）
資
料
、
政
府
関
係
文
書
な
ど
で
点
検
、
わ
が
国
で
の
「
経
済

危
機
」
認
識
の
レ
ベ
ル
や
内
容
を
確
か
め
て
み
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
大
島
氏
の
検
討
ま
で
で
、
予
想
外
に
枚
数
が
重
な

り
、
予
定
を
大
幅
に
縮
小
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
し
か
し
・
講
壇
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
二
大
潮
流
の
現
段
階
認
識
の
間
題
点
は
一
応
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
危
機
論
ぬ
き
の

現
段
階
把
握
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
基
本
命
題
か
ら
の
逸
脱
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
な
お
、
危
機
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
整
理
、
確
定
の
必
要
、
そ
れ
を
導
き
の
素
と
す
る
現
段
階
の
科
学
的
認
識
と
把
握
を
い
そ
が
た
げ
れ
ほ
た
ら
た
い
と
い
う
こ

と
が
、
さ
し
当
っ
て
の
結
論
で
あ
る
。

日
本
資
本
主
義
の
「
八
○
年
代
論
」
（
高
内
）

五
七
（
五
一
九
）




