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は
じ
め
に

近
世
日
本
で
取
り
組
ま
れ
た
備
荒
貯
蓄
は
、
中
国
に
起
源
す
る
常
平
倉
（
漢
代
）・
義
倉
（
隋
唐
代
）・
社
倉
（
宋
代
）
の
い
わ
ゆ
る
「
三

倉
」
を
基
準
に
類
型
化
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
本
庄
栄
治
郎
の
「
常
平
倉
の
研
究
」（
一
九
二
五
年
）
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

本
庄
に
よ
れ
ば
、
常
平
倉
は
「
官
府
の
財
力
を
以
て
穀
物
を
貯
蔵
し
、
こ
れ
が
売
買
に
よ
っ
て
市
場
の
価
格
を
平
均
せ
し
め
る
こ
と
」
を

本
来
の
目
的
と
し
、
義
倉
・
社
倉
は
「
と
も
に
凶
荒
の
予
備
と
し
て
穀
物
を
貯
蔵
す
る
も
の
」
で
あ
る
が
、
義
倉
は
「
富
裕
者
の
義
捐
、

ま
た
は
課
徴
に
よ
っ
て
穀
物
を
出
さ
し
め
、
政
府
が
こ
れ
を
管
轄
し
て
、
便
宜
且
つ
重
要
な
処
に
貯
蔵
を
な
し
、
入
用
の
時
に
窮
民
に
給

す
る
の
法
」、
社
倉
は
「
多
数
の
者
が
任
意
に
そ
れ
ぞ
れ
身
分
相
応
に
出
し
合
っ
て
、
各
居
村
処
々
に
貯
穀
を
な
し
、
自
治
的
に
処
理
さ

れ
る
備
荒
儲
蓄
」
で
あ
る
）
1
（

、
と
そ
れ
ぞ
れ
説
明
（
定
義
）
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
社
倉
は
江
戸
時
代
、
会
津
藩
の
保
科
正
之
が
、
山
崎
闇
斎
が
紹
介
し
た
朱
子
（
朱
熹
）
の
『
朱
子
社
倉
法
』
を
取
り
入
れ
て

創
設
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
朱
子
の
社
倉
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
。
朱
子
は
、
官
府
の
常
平
米
を
借
り
て
無
利
息
で
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貸
し
出
し
飢
饉
の
救
済
に
あ
て
た
際
、
官
府
の
許
し
を
得
て
、
償
還
さ
れ
た
米
を
戻
さ
ず
に
元
米
（
原
資
）
と
し
て
預
か
り
、
そ
れ
を
夏

に
貸
し
付
け
、
冬
に
元
利
と
も
返
済
さ
せ
、
年
々
社
倉
米
を
増
や
し
、
や
が
て
元
米
を
官
府
に
戻
し
、
利
米
だ
け
で
運
用
し
て
い
く
と
い

う
方
法
を
考
え
出
し
た
。
そ
の
米
の
保
管
・
貸
借
に
お
い
て
民
家
の
組
合
す
な
わ
ち
社
を
単
位
と
し
て
管
理
さ
せ
た
の
で
社
倉
と
い
う
の

で
あ
っ
た
）
2
（

。
会
津
藩
の
場
合
も
藩
が
米
を
買
い
上
げ
て
代
官
に
預
け
て
お
き
、
こ
れ
を
郡
役
所
が
取
り
計
ら
い
、
百
姓
へ
低
利
（
と
い
っ

て
も
、
三
、四
割
あ
る
い
は
五
割
と
い
う
高
利
の
も
と
で
の
年
二
割
の
利
息
）
で
貸
し
付
け
る
制
度
で
あ
っ
た
）
3
（

。
し
た
が
っ
て
最
初
の
元

米
を
誰
が
出
す
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
社
倉
が
本
庄
の
整
理
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
近
世
後
期
と
も
な
る
と
多
数
の
村
人

が
出
し
合
っ
て
貯
穀
し
、
村
が
共
同
管
理
す
る
社
倉
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
く
。
本
庄
の
説
明
は
日
本
近
世
に
お
け
る
、
あ
る
歴
史

的
段
階
と
し
て
の
社
倉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
庄
は
幕
府
・
諸
藩
が
設
置
し
た
社
倉
や
義
倉
を
い
く
つ
も
あ
げ
て
い
る
。
東
北
地
方
に
限
れ
ば
、
会
津
藩
の
ほ
か
、
米
沢
の
義
倉
、

津
軽
の
義
倉
、
秋
田
の
感
恩
講
（
義
倉
）、
仙
台
の
備
荒
倉
が
そ
う
し
た
例
で
あ
る
が
、
社
倉
の
名
で
あ
っ
て
も
内
実
は
義
倉
で
あ
る
こ

と
も
あ
り
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
も
あ
り
）、
そ
の
中
間
的
な
も
の
も
あ
り
、
種
々
の
名
称
が
付
け
ら
れ
て
、
明
瞭
に
区
別
し
が
た
く
展
開

し
て
き
た
と
す
る
。
三
倉
に
当
て
は
め
て
捉
え
る
の
が
近
世
人
（
お
よ
び
近
代
人
）
の
感
覚
だ
と
し
て
も
、
呼
称
だ
け
か
ら
そ
の
仕
法
・

制
度
が
判
断
で
き
な
い
と
な
る
と
、
そ
の
内
実
に
即
し
て
備
荒
貯
蓄
（
論
）
を
理
解
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。

本
稿
で
は
実
際
に
取
り
組
ま
れ
た
備
荒
貯
蓄
制
度
で
は
な
く
、
備
荒
貯
蓄
を
め
ぐ
る
論
議
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
の
か
に
関
心

を
向
け
て
み
た
い
。
し
か
し
、
社
倉
を
冠
し
た
書
物
だ
け
で
も
多
数
あ
る
。
そ
れ
ら
を
羅
列
し
て
全
般
的
に
概
観
し
て
み
る
こ
と
も
必
要

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
は
藩
を
限
定
し
て
地
域
社
会
の
推
移
と
と
も
に
そ
の
展
開
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
備
荒
貯
蓄
を
必

要
と
す
る
社
会
的
要
請
を
明
ら
か
に
で
き
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
以
下
、
近
世
後
半
に
限
ら
れ
る
が
、
備
荒
貯
蓄
論
の
展
開
を
追
う
こ
と
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三

の
で
き
る
仙
台
藩
の
場
合
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
　
宝
暦
期
―
芦
東
山
と
建
部
清
庵

仙
台
藩
で
の
比
較
的
早
い
時
期
の
備
荒
貯
蓄
論
と
い
え
ば
、
芦
東
山
（
徳
林
）
の
『
上
言
』（
宝
暦
四
年
〈
一
七
五
四
〉
正
月
序
）
に

示
さ
れ
た
「
長
蓄
倉
」
の
考
え
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
）
4
（

。
東
山
（
生
没
一
六
九
六
―
一
七
七
六
）
は
磐
井
郡
東
山
渋
民
村
の
肝
入
の
家

に
生
ま
れ
、
藩
儒
と
し
て
仙
台
藩
に
仕
え
、
幽
閉
生
活
の
な
か
『
無
刑
録
』
を
著
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
こ
の
『
上
言
』
も
幽
閉
中
の

こ
と
で
あ
る
が
、「
民
家
ノ
情
状
」「
下
民
ノ
痛
苦
」
に
心
を
寄
せ
、
近
隣
で
「
聞
見
」
し
て
「
国
家
万
世
益
富
強
ノ
基
ヒ
」
に
な
る
か
と

気
づ
い
た
こ
と
を
「
執
政
」（
奉
行
、
家
老
に
あ
た
る
）
へ
二
二
ヶ
条
に
わ
た
っ
て
提
言
し
た
も
の
で
（
三
六
六
〜
三
六
七
頁
）、
そ
の
一

つ
が
「
長
蓄
倉
」（
四
五
七
〜
四
六
二
頁
）
で
あ
っ
た
。

東
山
が
備
蓄
の
重
要
性
を
認
識
し
た
の
は
、
執
筆
か
ら
三
、四
年
以
前
と
い
う
か
ら
寛
延
二
・
三
年
（
一
七
四
九
・
五
〇
）
の
寛
延
の
飢

饉
を
指
し
て
い
る
。
南
部
・
秋
田
で
は
「
飢
歳
」
が
続
き
、
そ
の
地
か
ら
仙
台
領
へ
逃
げ
て
来
て
、
奥
通
り
か
ら
「
数
万
」
も
の
「
老
幼

男
女
」
が
昼
夜
絶
え
間
な
く
や
っ
て
き
た
の
を
目
撃
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
お
り
、
秋
田
で
は
所
々
の
路
傍
に
大
穴
を
掘
ら
せ
て
お

い
て
、
餓
死
の
老
幼
を
投
げ
込
み
、
そ
の
地
に
行
っ
た
仙
台
領
の
商
人
が
実
際
に
み
て
「
寒
心
」
し
た
の
だ
と
い
う
）
5
（

。「
水
旱
疾
疫
」
は

予
測
で
き
ず
、「
天
災
」
で
は
あ
る
が
、「
人
民
」
を
「
飢
寒
」
に
遭
わ
せ
る
そ
の
「
罪
」
は
ど
こ
に
帰
す
る
の
か
、
そ
れ
は
「
蓄
ヒ
ナ
キ

故
」
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。

備
荒
貯
蓄
の
方
策
に
つ
い
て
東
山
が
考
え
る
に
は
、「
三
年
一
歳
ノ
聖
策
」）

6
（

は
急
に
は
行
わ
れ
が
た
い
。
ま
ず
は
前
漢
の
「
常
平
倉
ノ
策
」

か
と
す
る
が
、今
の
「
諸
民
困
究
」
と
は
「
時
勢
」
が
異
な
り
、い
に
し
え
の
よ
う
に
は
い
か
ず
「
別
策
」
を
用
い
る
の
が
よ
い
と
す
る
。「
民
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間
」
に
あ
っ
て
「
承
知
」
す
る
に
、「
御
上
」（
藩
）
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
「
御
繰
合
外
ノ
御
金
」
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
そ
の
「
御
ウ
キ
金
」

（
余
分
の
金
）
一
〇
万
両
を
出
し
、
郡
に
質
屋
を
立
て
て
、
困
窮
百
姓
に
一
割
の
「
利
足
」（
近
世
に
は
一
般
に
利
足
と
書
く
が
、
以
下
利

息
と
す
る
）
で
貸
し
渡
す
。
そ
の
少
分
の
利
息
は
自
ら
作
り
出
し
た
籾
で
上
納
す
る
の
で
、「
大
ナ
ル
御
仁
政
」
で
窮
民
の
「
ク
ツ
ロ
ギ
」

に
な
る
。
本
金
一
〇
万
両
と
す
る
と
、
一
割
（
年
利
）
と
し
て
、
一
月
一
〇
〇
〇
両
（
月
一
分
）、
一
年
で
一
万
二
〇
〇
〇
両
（
実
際
は

一
割
二
分
）
の
利
息
に
な
り
、御
蔵
の
諸
入
用
費
を
引
い
て
も
一
万
両
ず
つ
の
見
詰
（
見
込
み
）
と
な
る
。
一
両
に
籾
四
石
換
算
と
し
て
、

一
〇
ヶ
年
で
利
息
籾
ば
か
り
で
四
〇
万
石
が
出
る
。
三
〇
年
を
経
る
と
一
二
〇
万
石
の
御
囲
と
な
る
。
も
し
、豊
饒
で
民
間
に
米
穀
有
余
・

下
直
の
と
き
は
本
金
の
う
ち
を
も
っ
て
籾
を
市
中
直
段
（
値
段
）
が
直
る
ま
で
買
上
げ
る
な
ら
ば
、米
直
段
が
引
き
上
が
り
民
間
は
喜
ぶ
。

凶
年
で
米
穀
高
直
と
な
り
民
間
迷
惑
の
と
き
は
そ
の
買
籾
を
市
中
直
段
よ
り
下
げ
て
払
う
（
常
平
倉
の
適
用
）。
下
直
の
と
き
買
上
げ
、

高
直
の
と
き
払
う
の
で
、
こ
れ
も
利
が
少
な
く
な
い
。
利
息
に
よ
る
囲
籾
は
万
一
の
と
き
の
御
備
で
あ
っ
て
、
凶
年
の
高
直
で
過
分
の
利

が
あ
る
と
き
で
も
飢
餓
に
及
ば
な
い
う
ち
は
出
し
て
な
ら
な
い
。
そ
の
年
が
「
饑
歳
」
で
、
翌
年
も
「
饑
饉
」
が
続
く
よ
う
な
と
き
は
餓

死
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
利
息
籾
に
よ
る
備
蓄
を
試
算
し
て
い
る
が
、
本
金
一
〇
万
両
は
農
民
の
出
資
で
は
な
く
藩
の
ほ
う
で
用
意
す
る
こ

と
と
、
利
息
が
当
時
の
最
高
税
率
よ
り
か
な
り
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と）

7
（

が
特
徴
と
な
っ
て
お
り
、
借
用
す
る
農
民
の
側
か
ら
み
れ
ば

当
時
と
し
て
は
「
仁
政
」
と
い
え
る
。
し
か
し
、
囲
穀
も
時
々
取
り
崩
し
て
い
る
な
か
で
藩
に
そ
う
し
た
民
政
重
視
を
打
ち
出
す
政
策
的

余
裕
が
あ
る
の
か
、
実
情
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
窮
民
の
「
ク
ツ
ロ
ギ
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
長
蓄

倉
」
が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
は
農
家
（
肝
入
）
出
身
の
東
山
ら
し
さ
と
な
っ
て
い
る
。

仙
台
藩
と
い
う
地
域
性
を
超
え
て
影
響
力
を
も
っ
た
の
が
、
一
関
藩
医
で
あ
っ
た
建
部
清
庵
（
生
没
一
七
一
二
―
一
七
八
二
）
の
『
民
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五

間
備
荒
録
』）

8
（

で
あ
る
。
清
庵
は
、
そ
の
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
一
〇
月
の
自
序
で
、「
農
は
天
下
の
本
な
り
、
本
固
け
れ
ば
国
安
し
」

と
し
て
、
我
々
の
よ
う
に
小
禄
で
あ
っ
て
も
、
い
つ
も
「
鋤
芸
の
労
」
が
な
く
生
涯
を
安
ら
か
に
送
れ
る
の
は
「
農
夫
の
力
」
の
お
か
げ

で
あ
る
、我
々
に
と
っ
て
「
天
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
、と
こ
ろ
が
今
年
、「
霖
雨
」
が
「
稼
」（
作
物
）
を
破
り
、「
米
粟
」（
穀
物
）

が
登
ら
ず
、
農
夫
は
「
菜
」（
野
菜
）
ば
か
り
食
べ
、
私
は
こ
れ
を
見
る
に
忍
び
な
か
っ
た
、
と
執
筆
の
動
機
を
述
べ
、「
民
間
」
が
「
荒
」

に
備
え
る
「
術
」（
方
法
）
を
書
き
記
し
、
こ
れ
を
邑
長
（
肝
入
）・
保
正
（
組
頭
）
に
与
え
て
、
農
夫
の
「
天
恩
」
に
報
い
た
い
と
い
う

の
で
あ
っ
た
（
三
七
頁
）。

宝
暦
五
年
は
大
凶
作
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
奥
羽
（
東
北
地
方
）
は
翌
年
に
か
け
て
飢
饉
と
な
っ
た
。
清
庵
に
よ
る
と
、
一
関
藩

で
は
「
儲
蓄
（
も
み
）
倉
」
を
開
き
、大
夫
（
家
老
）・
司
農
（
郡
代
）
が
救
済
に
あ
た
っ
た
の
で
「
餓
莩
（
飢
え
死
に
）
の
患
」
は
な
か
っ

た
が
、
他
郷
よ
り
「
流
民
」（
地
逃
百
姓
）
の
「
鵠
形
鳥
面
」（
首
・
足
が
細
く
、
口
と
が
り
頬
こ
け
た
姿
）
の
老
若
男
女
が
群
が
っ
て
き

て
、
目
も
あ
て
ら
れ
な
い
様
相
で
あ
っ
た
。
盛
岡
藩
な
ど
か
ら
や
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
目
撃
し
て
心
を
痛
め
た
の
で
あ
っ
た

が
、
友
人
の
郷
内
勝
清
を
訪
ね
て
「
荒
政
の
談
」
に
及
び
、
机
上
に
あ
っ
た
『
荒
政
要
覧
』（
明
の
愈
汝
為
編
）
を
見
せ
て
も
ら
い
、
本

書
を
編
む
こ
と
を
決
意
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
三
九
〜
四
〇
頁
）。

上
下
巻
の
内
容
は
「
備
荒
樹
芸
之
法
」「
備
荒
儲
蓄
之
法
」「
食
草
木
葉
法
」「
米
粃
（
ぬ
か
）
味
噌
之
法
」「
食
草
木
葉
解
毒
法
」
な
ど

か
ら
な
る
が
、
こ
こ
で
は
「
備
荒
儲
蓄
之
法
」
だ
け
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
百
姓
五
貫
文
高
（
高
五
〇
石
、
一
保
）
を
基
準
に
述
べ
て
い

る
が
（
五
人
組
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
）、
そ
の
高
に
「
四
木
」、
す
な
わ
ち
棗
二
〇
〇
株
・
桑
二
〇
〇
株
・
柿
二
〇
〇
株
・
栗
二
〇
〇

株
を
三
ヶ
年
で
計
八
〇
〇
株
を
植
え
る
。
二
五
〇
貫
文
の
村
で
は
四
木
総
数
四
万
株
と
な
る
。
一
〇
年
後
に
は
利
潤
が
生
ま
れ
、
肝
入
・

組
頭
が
相
談
し
て
、
凶
年
の
備
の
「
賦
食
」（
夫
食
、
食
糧
）
を
買
う
た
め
、
四
木
よ
り
年
貢
を
出
さ
せ
る
。
栗
一
株
よ
り
一
升
、
棗
四
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株
よ
り
一
升
、
柿
一
株
よ
り
串
柿
一
連
（
一
連
＝
柿
一
〇
〇
）、
桑
一
株
よ
り
課
銭
五
文
を
出
さ
せ
、
こ
の
棗
・
柿
・
栗
を
集
め
て
売
る

（
棗
五
升
＝
二
〇
銭
、
栗
五
升
＝
二
〇
銭
、
柿
一
連
＝
五
銭
）。
一
村
の
四
木
か
ら
出
る
銭
惣
数
は
一
五
〇
貫
文
に
な
り
、
こ
の
う
ち
二
〇

貫
文
を
残
し
て
お
き
、
一
三
〇
貫
文
で
麦
・
粟
・
稗
を
買
い
置
き
、
肝
入
の
蔵
に
入
れ
て
お
く
（
一
俵
＝
五
斗
入
＝
銭
一
貫
文
買
い
で
、

一
三
〇
俵
）。
栽
培
後
一
一
年
目
〜
二
〇
年
目
の
一
〇
年
間
貯
え
る
と
一
三
〇
〇
俵
に
な
る
。
雑
穀
は
久
し
く
は
貯
え
が
た
い
の
で
、年
々

村
内
の
貧
民
に
利
息
な
し
で
貸
し
、
そ
の
年
収
穫
の
新
し
い
の
を
納
め
さ
せ
る
（
米
の
籾
で
償
う
者
に
は
半
分
用
捨
す
る
）。
も
し
奸
曲

な
肝
入
・
組
頭
に
ま
か
せ
て
し
ま
う
と
私
し
て
賦
食
を
買
い
お
か
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
春
秋
彼
岸
の
こ
ろ
を
「
一
村
会
日
」（
産
神

祭
の
日
）
と
さ
だ
め
、「
老
農
」
を
先
と
し
て
惣
村
の
農
夫
一
戸
よ
り
一
人
ず
つ
出
て
肝
入
方
へ
会
合
す
る
。
残
し
て
お
い
た
二
〇
貫
文

で
酒
肴
を
調
え
一
ヶ
年
の
辛
苦
を
忘
れ
る
。
こ
の
日
、
貯
え
て
あ
る
賦
食
と
各
々
が
納
め
た
帳
簿
を
照
合
し
て
適
正
か
否
か
改
め
る
、
ま

た
そ
の
年
の
気
候
を
考
え
、
老
農
の
「
む
か
し
物
語
」
を
よ
く
聞
い
て
農
事
を
工
夫
了
簡
す
る
（
九
七
〜
一
〇
三
頁
）。

こ
の
具
体
策
は
、
明
代
に
飢
年
対
策
と
し
て
桑
・
柿
・
棗
を
植
え
さ
せ
た
と
い
う
『
荒
政
要
覧
』
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
考
え
つ
い
た
こ
と

を
明
か
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
一
関
藩
（
も
っ
と
ひ
ろ
く
近
世
村
）
の
現
実
に
ど
う
合
わ
せ
て
構
想
す
る
か
が
そ
の
良
し
悪
し
と
な
る
。

百
姓
が
「
年
貢
」
を
出
す
の
で
あ
る
が
、
所
持
田
畑
か
ら
生
産
し
た
米
・
雑
穀
の
一
部
を
出
す
負
担
の
仕
方
で
は
な
く
、
四
木
を
新
た
に

栽
培
す
る
と
い
う
基
盤
づ
く
り
か
ら
始
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
豊
年
に
は
串
柿
を
他
国
へ
売
り
出
し
て
年
貢
上
納
の
助
け
と
し
、
養
蚕
は

民
間
の
利
益
が
は
な
は
だ
多
い
も
の
で
あ
る
な
ど
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
備
荒
と
殖
産
と
を
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
け
て
い
た
の
が
特

徴
で
あ
る
。
ま
た
、「
凶
年
の
備
え
」
の
主
体
は
、
買
い
入
れ
た
雑
穀
を
肝
入
の
蔵
に
入
れ
て
肝
入
・
組
頭
が
管
理
す
る
と
し
て
も
、
そ

の
チ
ェ
ッ
ク
を
村
人
全
員
が
行
う
と
い
う
、「
惣
村
寄
合
」
の
「
一
村
」（
村
共
同
体
）
で
あ
っ
た
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
使
わ
れ
た
「
民
間
」

と
い
う
言
葉
は
『
荒
政
要
覧
』
に
み
ら
れ
る
が
、
清
庵
は
こ
の
言
葉
に
音
読
み
の
ほ
か
、「
ざ
い
ご
う
（
在
郷
）」（
七
三
頁
、
一
一
三
頁
、



仙
台
藩
に
お
け
る
備
荒
貯
蓄
論
の
展
開

七

一
一
六
頁
）
と
い
う
読
み
を
与
え
て
、
村
々
と
い
っ
た
意
味
あ
い
で
使
っ
て
い
る
。
民
間
と
い
う
言
葉
に
生
命
力
を
新
た
に
吹
き
込
ん
だ

と
い
え
よ
う
か
。「
邑
長
」（
肝
入
）・「
保
正
」（
組
頭
）
に
こ
の
書
を
与
え
る
と
あ
る
か
ら
（
四
〇
頁
）、
彼
ら
が
主
導
し
て
い
く
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
領
主
が
関
与
し
な
い
、
村
々
の
自
律
性
に
よ
る
ま
さ
に
「
民
間
備
荒
」
で
あ
っ
た
。
領
主
に
よ
る
御
救
機
能
の
肩

代
わ
り
と
い
う
歴
史
的
評
価
に
も
な
り
う
る
が
、
地
域
社
会
論
か
ら
す
る
と
能
動
的
な
「
民
間
」（
共
同
体
）
が
行
政
力
を
身
に
つ
け
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
本
書
が
救
荒
書
刊
行
の
先
駆
け
と
し
て
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
理
由
は
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
）
9
（

。

二
　
文
政
期
―
志
村
弘
強
―

仙
台
藩
士
佐
伯
善
太
夫
（
是
保
）
が
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
一
二
月
、
藩
主
伊
達
慶
邦
の
命
に
よ
り
、
若
年
よ
り
の
記
憶
し
て
い
る

士
民
の
風
俗
、
人
心
の
移
り
変
わ
り
を
認
め
た
『
佐
伯
是
保
風
俗
等
書
上
』
が
あ
る
）
10
（

。
記
述
の
流
れ
で
は
、
藩
主
と
な
っ
た
斉
邦
が
初
入

国
し
た
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
の
翌
年
に
あ
た
る
が
、
領
内
村
々
へ
「
囲
蔵
」
を
建
て
て
、
籾
・
雑
穀
を
始
め
と
す
る
「
食
料
品
」

を
百
姓
や
誰
で
あ
れ
持
ち
寄
っ
て
「
凶
荒
之
備
」
を
す
る
よ
う
仰
せ
渡
さ
れ
た
。「
宋
世
」（
中
国
宋
代
）
の
「
社
倉
」
と
い
う
類
の
も
の

で
、
志
村
篤
治
が
考
え
た
こ
と
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
た
（
一
二
九
頁
）。
こ
の
志
村
篤
治
（
生
没
一
七
六
九
―
一
八
四
三
）
は
名
を
弘ひ
ろ
ゆ
き強

と
い
い
、
蒙
庵
な
ど
と
号
し
、
地
方
役
人
の
子
と
し
て
登
米
郡
石
越
で
生
ま
れ
（
志
村
家
は
父
の
養
家
、
曾
祖
父
の
代
ま
で
は
磐
井
郡
大

原
住
）、
仙
台
藩
に
儒
者
と
し
て
仕
え
た
。
大
槻
玄
沢
と
と
も
に
石
巻
若
宮
丸
の
津
太
夫
ら
か
ら
聞
き
取
り
し
、『
環
海
異
聞
』
を
ま
と
め

た
編
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
）
11
（

、
是
保
が
記
す
よ
う
に
仙
台
藩
に
お
け
る
「
社
倉
」
の
主
唱
者
で
あ
っ
た
。

宋
代
の
朱
子
（
朱
熹
）
の
「
社
倉
法
」
は
山
崎
闇
斎
の
紹
介
以
来
、
多
く
の
儒
者
ら
が
そ
の
解
説
本
を
書
き
、『
補
訂
版
国
書
総
目
録
』

（
岩
波
書
店
）
に
よ
れ
ば
朱
子
社
倉
ま
た
は
社
倉
を
題
し
た
書
物
が
数
多
く
著
わ
さ
れ
て
い
た
）
12
（

。
全
国
で
ど
れ
だ
け
の
関
連
書
が
書
か
れ
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た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
書
目
に
な
か
に
『
社
倉
附
考
訓
義
』（
志
村
弘
強
）、『
社
倉
法
』（
志
村
篤
治
）、『
朱
子
社

倉
法
和
解
』（
志
村
篤
治
）
の
三
書
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
活
字
本
は
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
の
写
本
は
宮
城
県
図
書
館
が
所
蔵
、
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（「
叡
智
の
杜
」）
で
公
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
利
用
し
た
。

そ
れ
ら
の
う
ち
、『〔
社
倉
法
及
荒
政
議
策
〕』（
写
本
、
伊
達
文
庫
）
は
、
外
題
に
「
社
倉
之
法　

志
村
篤
治
完
」、
内
題
に
「
社
倉
之

法
及
荒
政
等
之
儀
大
夫
芝
多
佐
渡
問
合
ニ
付
指
出
候
考
書
」
と
記
さ
れ
、「
社
倉
法
」・「
荒
政
議
第
之
一
」（
酉
ノ
八
月
）・「
荒
政
之
儀
再

考
手
繰
申
上
候
」（
酉
ノ
十
月
）
か
ら
な
る
。
こ
の
酉
年
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
か
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ

ろ
う
が
、「
大
夫
」（
奉
行
）
の
芝
多
佐
渡
（
常
熈
）
よ
り
凶
作
・
飢
饉
の
救
済
策
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
提
出
し
た
「
考
書
」
で
あ
っ

た
。
芝
多
は
、『
仙
臺
人
名
大
辞
書
』（
仙
台
郷
土
研
究
会
復
刻
版
）
に
よ
る
と
「
文
政
年
中
の
奉
行
職
」
で
、『
仙
台
藩
歴
史
事
典
』（
仙

台
郷
土
研
究
会
編
）
も
文
政
四
年
な
い
し
五
年
就
任
、
一
一
年
再
任
と
し
て
い
る
。
し
か
も
弘
強
が
前
述
の
よ
う
に
天
保
の
飢
饉
以
前
に

社
倉
を
提
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
文
政
八
年
と
み
て
よ
い
。

「
社
倉
法
」
で
は
、「
社
倉
ノ
法
」
に
つ
い
て
「
民
間
ノ
備
ニ
米
穀
ヲ
タ
ク
ハ
ヘ
利
息
付
ニ
テ
貸
シ
方
致
シ
、
後
来
利
息
ヲ
ツ
ミ
元
穀
ヘ

十
倍
ス
ル
時
ニ
至
リ
、
利
息
ヲ
ヤ
メ
欠
米
斗
リ
納
メ
サ
セ
民
ヲ
賑
シ
冨
ス
仕
法
」
で
あ
っ
て
、「
古
ヘ
周
ノ
世
聖
人
ノ
法
ニ
本
ツ
キ
漢
唐

ノ
政
法
ヲ
モ
斟
酌
シ
タ
ル
也
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
「
社
倉
」
の
「
名
義
」
は
「
人
々
申
合
セ
テ
事
ヲ
共
ニ
ス
ル
」
こ
と
か
ら
「
社
」

と
い
う
の
だ
と
し
、「
社
倉
」
の
「
根
源
」
は
「
官
倉
」
と
違
っ
て
「
民
ノ
私
儲
」
で
あ
る
が
、「
民
間
」
に
任
せ
て
お
く
と
「
仕
法
」
が

行
き
届
か
ず
、「
永
久
ノ
備
」
に
成
り
か
ね
る
、
そ
こ
で
「
官
府
」
よ
り
「
世
話
」
し
て
遣
わ
す
こ
と
に
す
れ
ば
民
は
悦
び
進
み
、
行
跡

の
よ
く
な
い
者
な
ど
も
「
社
」
に
入
ら
な
い
こ
と
を
悔
い
て
行
跡
を
改
め
「
社
」
に
入
る
こ
と
を
願
う
、
こ
の
よ
う
に
な
れ
ば
「
社
倉
」

の
「
一
事
」
で
も
「
民
風
」
の
「
教
化
」
に
つ
な
が
る
、
と
主
張
し
て
い
た
。
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た
だ
、こ
れ
を
司
る
「
官
吏
」
が
諸
事
に
行
き
届
か
ず
、取
り
扱
い
が
よ
く
な
く
「
望
」
を
失
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、「
上
ノ
御
世
話
」

で
貯
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
り
、「
自
分
家
々
」
に
貯
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
、「
社
ノ
組
」
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う

に
な
ら
な
い
こ
と
が
甚
だ
大
切
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
な
お
、「
荒
政
之
儀
再
考
手
繰
申
上
候
」
で
は
、「
常
平
倉
」
は
「
目
前
之
急
」
を

救
う
も
の
な
の
で
、
ま
ず
も
っ
て
諸
士
・
町
家
な
ど
か
ら
買
米
し
て
城
下
に
倉
一
棟
を
建
て
る
べ
き
と
し
、
い
っ
ぽ
う
「
在
々
社
倉
」
に

つ
い
て
は
、
郡
村
に
よ
り
「
余
計
穀
高
」
が
あ
っ
て
望
み
の
所
は
当
年
か
ら
世
話
し
て
も
よ
い
が
、
城
下
市
中
囲
穀
は
今
年
な
ど
米
不
足

に
つ
き
買
い
入
れ
が
む
ず
か
し
い
と
し
、
常
平
の
仕
法
を
優
先
し
て
い
た
。
背
景
に
ど
の
よ
う
な
藩
内
の
経
済
事
情
が
あ
っ
た
か
は
、
こ

こ
で
は
踏
み
込
め
な
い
。

こ
の
弘
強
の
考
え
方
を
み
る
と
、
建
部
清
庵
と
の
違
い
が
明
瞭
で
あ
る
。
清
庵
に
あ
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
「
民
間
」
が
み
ず
か
ら
行
う

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
官
吏
」
の
関
与
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
弘
強
に
あ
っ
て
「
民
間
ノ
備
ニ
米
穀
ヲ
タ
ク
ハ
ヘ
」

と
い
う
の
は
、
そ
の
米
穀
は
百
姓
が
出
し
合
う
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
（
こ
こ
に
は
具
体
案
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
）、
官
吏

の
積
極
的
な
関
与
・
介
入
に
よ
っ
て
進
め
て
い
く
社
倉
仕
法
で
あ
っ
て
、
上
か
ら
の
政
策
的
推
進
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に

は
「
民
間
」
に
任
せ
て
お
く
だ
け
で
は
実
現
し
な
い
と
い
う
、
民
間
へ
の
不
信
感
が
存
在
し
、
そ
れ
は
文
化
・
文
政
期
の
比
較
的
安
定
し

た
時
代
に
あ
っ
て
、
華
美
へ
の
「
民
風
悪
化
」
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
）
13
（

。
弘
強
が
「
社
倉
」
を
「
民
風
」
の
「
強
化
」
と
つ

な
げ
て
論
じ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
官
吏
の
信
望
が
な
く
て
は
、
民
は
誰
も
つ
い
て
こ

な
い
と
、
官
吏
の
指
導
責
任
は
大
き
い
も
の
だ
っ
た
。

『
社
倉
法
』（
朱
子
社
倉
法
和
解
、伊
達
文
庫
）に
も
、「
要
法
」は「
ア
ク
マ
テ
民
ノ
利カ
ツ
テニ
ナ
ル
ヤ
ウ
ニ
ト
ノ
心
得
ニ
テ
行
フ
」こ
と
に
あ
り
、

「
民
ノ
利
」が
最
大
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。「
社
倉
」と
い
う
こ
と
の
本モ
ト

は
、「
社
」が「
郷
里
ニ
ア
ル
処
ノ
土
地
ノ
神
ヲ
祭
ル
社ヤ
シ
ロ」を
意
味
し
、
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そ
こ
で
「
里
社
」
と
い
え
ば
「
郷
里
郡
村
ノ
コ
ト
」
を
指
し
、
そ
の
「
郷
里
ニ
倉
ヲ
建
テ
ヽ
民
ニ
米
ヲ
貸
ノ
法
ユ
ヘ
ニ
社
倉
」
と
い
う
の

だ
と
説
明
し
て
い
る
。「
社
倉
ニ
テ
民
ニ
米
ヲ
貸
ス
ノ
法
」
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

年
々
五
月
は
「
陳フ
ル
コ
メ穀
」（
前
年
の
産
米
）
が
尽
き
て
「
新
米
」
が
い
ま
だ
出
な
い
時
期
に
あ
た
り
「
糴
カ
イ
ヨ
ネ」
が
高
直
と
な
っ
て
、
百
姓
は

や
や
も
す
れ
ば
饑
に
及
ぶ
。
そ
こ
で
「
上
」
よ
り
米
を
「
支カ
シ
ワ
タ
シ貸」、
新
穀
の
「
仕シ
コ
シ
ラ
ヒ拵」
ま
で
出
し
て
、
そ
の
後
一
一
月
中
に
新
穀
を
納
め

さ
せ
る
。
利
息
は
一
石
貸
で
一
石
二
斗
納
め
の
二
割
と
す
る
が
、
少
し
凶
作
の
と
き
は
一
割
の
利
息
と
し
、
大
凶
の
と
き
は
利
息
を
取
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
〇
年
以
上
も
「
支
貸
」
し
て
い
く
と
、「
子
其
母
ニ
什
ス
ト
云
テ
、
利
足
カ
元モ
ト

ニ
十
倍
シ
テ
恵
広
ク
、
国

中
ニ
行
フ
ニ
足
ル
」
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
後
は
二
割
の
利
息
は
取
ら
ず
、
一
石
に
三
升
ず
つ
の
「
欠カ
ン
マ
イ米
」
を
納
め
る
だ
け
の
貸
付
に

す
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
貸
し
付
け
方
法
に
つ
い
て
は
具
体
的
だ
が
、「
上
」
か
ら
貸
し
付
け
る
と
い
う
元
米
は
ど
の
よ
う
に
用
意
さ
れ
る
の
か
、

何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
東
山
や
清
庵
の
場
合
は
そ
の
原
資
が
農
民
に
負
担
が
か
か
ら
な
い
か
た
ち
で
構
想
さ
れ
て
い
た
。
弘
強
が
手
本

と
し
た
宋
の
朱
子
の
場
合
に
は
、官
府
の
常
平
倉
の
囲
穀
が
貸
し
付
け
の
元
米
と
な
っ
て
い
た
。
弘
強
の
「
上
」
の
貸
し
付
け
も
官
（
藩
）

か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
郷
里
」
に
建
て
る
「
倉
」
と
は
、
佐
伯
是
保
が
記
し
て
い
た
藩
か
ら
の
仰
せ
渡
さ
れ
か
ら

す
る
と
、
社
倉
米
を
村
の
百
姓
た
ち
が
出
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ
る
。
弘
強
が
、「
社
倉
ハ
素
ヨ
リ
善
法
ナ
レ
共
、

役
人
等
其
人
ヲ
不
得
ツ
ハ
宜
ク
行
ハ
レ
兼
ル
ノ
趣
」『〔
社
倉
法
及
荒
政
議
策
〕』
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
文
化
・
文
政
期
と
い
う
経
済
が

活
況
で
飢
饉
へ
の
警
戒
が
緩
ん
だ
時
期
に
、
百
姓
に
囲
籾
を
出
さ
せ
て
い
く
こ
と
の
説
得
の
難
し
さ
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）
14
（

。
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一
一

三
　
天
保
の
飢
饉
以
後
―
荒
井
宣
昭
な
ど
―

地
方
行
政
官
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
備
荒
貯
蓄
論
と
し
て
は
、
赤
子
教
導
役
や
代
官
を
勤
め
た
荒
井
宣
昭
（
東
吾
）
の
天
保
五
年

（
一
八
三
四
）
八
月
「
上
書
」
が
あ
る
）
15
（

。
提
言
の
趣
旨
は
「
跡
々
御
国
家
之
御
相
続
」（
国
家
と
は
仙
台
藩
を
指
す
）
の
た
め
に
「
義
倉
之

御
仁
恵
を
以
御
基
本
」
を
立
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
四
五
頁
）。「
義
倉
」
と
は
隋
の
長
孫
平
に
始
ま
る
と
し
て
、「
在
々
に
義
倉
を
建
、

粟
麦
を
聚
め
て
倉
に
蔵
め
、
凶
年
飢
饉
の
時
に
是
を
出
し
て
済
わ
し
む
、
是
を
義
倉
と
名
号
、
民
間
に
て
互
ひ
に
相
恤あ
わ
れん
て
急
難
を
済す
く

ふ
」

こ
と
を
指
し
て
い
る
（
七
一
頁
）。
そ
の
「
義
倉
」
の
「
大
図
」
は
、
一
ヶ
年
に
、
知
行
取
の
士
は
知
行
出
物
成
の
一
〇
分
一
、百
姓
は
持

高
よ
り
出
る
一
〇
分
一
ま
た
は
分
限
次
第
、
上
（
御
蔵
入
）
は
物
成
出
高
の
一
〇
分
一
、
扶
持
方
切
米
玄
米
取
の
士
凡
は
進
退
の
一
〇
分

一
、
城
下
町
々
門
前
端
々
の
者
は
分
限
次
第
に
、
そ
れ
ぞ
れ
出
し
て
一
〇
年
間
備
え
る
、
そ
の
後
は
二
〇
分
一
を
際
限
な
く
備
え
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
五
年
間
で
米
二
一
万
一
〇
〇
〇
石
・
金
一
二
万
二
七
七
一
両
一
歩
（
分
）
と
な
り
、
貸
し
付
け
利
金
や
、
そ
れ
を
運

用
し
て
の
醤
油
、
落
雁
種
糒
品
々
、
清
酒
、
五
十
集
海
草
の
類
、
蛎
灰
、
荒
鍬
、
味
噌
の
製
造
・
販
売
（
物
品
に
よ
っ
て
は
江
戸
の
ぼ
せ
）

の
利
潤
を
合
わ
せ
て
一
ヶ
年
二
万
四
四
五
〇
両
ほ
ど
に
も
な
り
、
四
ヶ
年
後
に
は
金
九
万
七
八
〇
〇
両
の
蓄
積
、
七
万
両
を
義
倉
へ
返
済

し
て
も
二
万
七
八
〇
〇
両
の
残
金
が
出
る
と
い
う
見
込
み
で
あ
っ
た
（
四
五
〜
四
八
頁
）。

こ
の
義
倉
の
効
果
と
し
て
、
①
飢
歳
〔
兵
粮
〕
の
患
い
が
な
い
、
②
外
寇
を
防
ぐ
備
え
と
な
る
、
③
思
い
も
よ
ら
な
い
不
仕
合
（
不
幸
）

が
続
き
困
窮
の
さ
い
の
無
利
息
年
賦
の
拝
借
〔
ま
た
は
御
恵
〕
は
子
孫
長
久
の
基
と
な
る
、
④
常
年
困
窮
し
父
母
妻
子
を
養
育
し
か
ね
る

者
に
は
願
に
よ
り
、「
年
々
弐
割
之
軽
キ
利
息
」
で
拝
借
さ
せ
、
三
ヶ
年
賦
・
五
ヶ
年
賦
で
納
め
さ
せ
る
な
ら
ば
〔
月
に
一
〇
〇
両
一
歩

の
利
（
一
年
で
は
三
両
の
利
息
）
で
貸
し
、
年
賦
返
済
と
す
れ
ば
〕、
困
窮
者
の
く
つ
ろ
ぎ
と
な
る
、
⑤
低
利
に
す
れ
ば
、
金
貸
し
な
ど
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も
利
息
金
が
入
ら
な
く
な
る
の
で
面
々
産
業
に
励
み
、
奢
り
も
止
む
よ
う
に
な
る
、
⑥
奢
り
、
飢
渇
が
な
く
な
れ
ば
金
銭
が
「
方
廻
り
」

し
な
く
な
る
の
で
、
論
語
に
い
う
、
均
し
け
れ
ば
貧
き
事
な
し
、
に
叶
い
「
国
家
の
福
」
と
な
る
、
な
ど
一
〇
項
目
を
あ
げ
る
（
四
八
〜

四
九
頁
、
七
六
〜
七
七
頁
、〔　

〕
は
後
者
で
補
う
）。
こ
の
義
倉
を
執
行
し
て
、
す
で
に
あ
る
「
御
囲
籾
等
、
又
ハ
社
倉
籾
・
御
郡
備
金

穀
・
当
時
御
蔵
有
金
穀
之
分
」
は
当
分
こ
れ
ま
で
通
り
と
し
、
ま
た
義
倉
の
年
数
が
経
っ
て
穀
納
が
多
く
な
っ
た
な
ら
、
九
ヶ
年
分
の
「
飯

料
」
を
籾
で
備
え
て
お
い
て
、
余
米
は
江
戸
に
の
ぼ
せ
て
払
い
金
で
貯
え
る
と
し
て
い
る
（
五
一
頁
）。

こ
の
「
義
倉
」
論
の
特
徴
は
、
飢
饉
・
外
寇
へ
の
備
え
を
含
め
た
、
い
わ
ば
総
合
的
な
生
活
保
障
・
安
全
保
障
の
政
策
と
し
て
構
想
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
国
家
」（
藩
）
の
構
成
員
が
、
百
姓
、
知
行
主
、
藩
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
平
等
に
負
担
し
あ
う
と
い
う
、
儒
学

的
な
「
均
」（
平
等
・
公
平
）
の
理
念
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
儒
学
の
読
み
方
、
生
か
し
方
の
評
価
す
べ
き
ひ
と
つ
の
展
開
方

向
と
い
え
る
。
荒
井
宣
昭
は
代
官
と
し
て
天
保
の
飢
饉
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
が
、「
均
」
の
理
念
に
立
っ
た
改
革
・
復
興
構
想
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
佐
藤
大
介
論
文）

16
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が
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
佐
藤
論
文
に
拠
り
な
が
ら
天
保
の
飢
饉
後

の
「
備
田
畑
」
構
想
に
つ
い
て
少
し
紹
介
し
て
お
こ
う
。

仙
台
藩
で
は
、
天
保
四
年
「
大
違
作
」、
同
七
年
「
大
凶
歳
」
に
よ
っ
て
「
御
郡
備
金
石
」
を
喰
い
尽
し
あ
る
い
は
使
い
果
た
し
、「
無

類
之
備
薄
」
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
打
開
す
る
宣
昭
の
意
見
は
、
当
時
代
官
を
勤
め
て
い
た
柴
田
・
刈
田
両
郡
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い

る
が
、
飢
饉
で
生
じ
た
田
畑
の
「
荒
所
」
を
「
起
返
」（
再
開
発
）
さ
せ
て
、
一
〇
年
間
は
「
荒こ
う
や谷
（
荒
野
）」
と
し
て
、
収
穫
物
（
米
・

大
麦
・
大
豆
、
た
だ
し
大
豆
は
換
金
）
は
す
べ
て
蓄
え
る
、
一
一
年
目
以
降
は
年
貢
・
諸
上
納
後
の
作
徳
を
際
限
な
く
備
え
さ
せ
る
、
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
備
蓄
米
を
高
直
の
さ
い
に
売
り
、
下
直
の
さ
い
に
購
入
す
る
な
ら
ば
（
常
平
倉
の
考
え
に
あ
た
る
）、
相
場

を
狂
わ
す
「
奸
民
利
俗
」
を
防
ぎ
、
運
用
益
も
出
る
。
そ
し
て
困
難
百
姓
に
は
無
利
息
で
貸
し
付
け
、
逼
迫
者
に
は
下
さ
れ
切
り
と
す
る
。
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一
三

こ
う
す
れ
ば
、「
貧
民
よ
り
利
を
と
ら
ず
、
天
地
之
利
を
計
」
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
た
。
一
村
で
田
一
町
歩
・
畑
五
反
歩
が

想
定
さ
れ
、
耕
作
の
た
め
の
馬
・
人
足
は
人
頭
（
戸
主
、
表
百
姓
）
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
荒
廃
田
畑
を
備
荒
貯
蓄
に
活
用
す
る

と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
（『
民
間
盛
衰
記
』））

17
（

。
宣
昭
は
そ
の
後
西
岩
井
・
下
伊
沢
の
代
官
に
転
任
し
、
こ
の
よ
う
な
「
備
田
畑
」
が
実
現

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
中
国
古
典
（
儒
学
）
の
理
念
を
こ
の
世
に
生
か
そ
う
と
し
た
官
吏
の
一
人
で
あ
っ
た
。

天
保
の
飢
饉
後
、農
民
の
側
か
ら
も
社
倉
論
が
登
場
し
て
く
る
。
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）、「
陸
奥
の
栗
原
郡
な
る
農
夫
」（
六
〇
三
頁
）

の
酒
彦
が
著
し
た
『
社
倉
解
話
』）

18
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で
あ
る
。
飢
饉
は
「
天
地
時
運
の
変
候
」
で
、
い
ず
れ
の
年
に
く
る
の
か
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
悲
し

む
べ
き
こ
と
と
い
う
。「
遠
境
辺
鄙
」
の
「
米
穀
不
生
」
の
地
で
は
、
ふ
だ
ん
か
ら
粗
食
で
、
粟
稗
の
雑
穀
類
ま
で
「
貯
備
」
に
厚
い
の

で
飢
饉
年
で
も
飢
え
た
様
子
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
地
（
栗
原
郡
の
水
田
地
帯
）
の
人
は
、「
田
圃
」
の
中
に
居
宅
を
構

え
（
イ
グ
ネ
の
屋
敷
が
想
像
さ
れ
る
）、米
穀
を
も
っ
ぱ
ら
作
り
出
す
「
家
業
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
山
海
」
の
薪
炭
魚
塩
の
類
と
「
交

易
」
し
、「
遠
国
都
邑
」
の
布
帛
を
「
日
用
」
に
買
い
求
め
よ
う
と
米
穀
を
売
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

「
日
用
」
の
な
か
に
も
「
念
欲
」
が
甚
し
く
、
艱
難
の
な
か
作
っ
て
き
た
家
内
の
苦
労
さ
え
も
忘
却
し
、「
尊
と
き
米
穀
を
賤
め
売
、
三
月

長
者
の
名
を
得
」
よ
う
と
し
て
し
ま
う
。
飢
饉
の
備
の
な
い
の
は
、「
田
畑
耕
事
」
を
業
と
し
て
い
な
が
ら
「
遠
境
辺
鄙
の
人
」
に
対
し

て
恥
か
し
い
こ
と
だ
と
す
る
（
五
九
五
〜
五
九
六
頁
）。

そ
こ
で
「
飢
饉
の
備
」
に
は
「
社
倉
の
備
」
ほ
ど
よ
い
も
の
は
な
い
と
述
べ
る
。
こ
の
「
社
倉
」
と
い
う
の
は
、「
金
銀
米
銭
籾
雑
穀

の
類
を
備
る
法
」
で
あ
っ
て
、和
漢
で
昔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
論
じ
ら
れ
種
々
の
方
法
が
あ
る
が
、「
飢
饉
の
備
」
を
「
急
務
の
第
一
」
と
す
る
。

こ
の
地
の
人
は
米
穀
を
ふ
だ
ん
作
っ
て
い
る
「
家
業
」
な
の
で
、
こ
の
地
ほ
ど
実
行
し
や
す
い
所
は
な
い
。
田
畑
を
耕
す
人
は
「
先
稲
」

の
「
こ
き
初
」
よ
り
、
一
日
に
籾
一
升
を
な
い
も
の
と
心
得
て
、
三
〇
日
の
「
欲
念
」
を
こ
ら
え
て
三
斗
と
し
て
、
こ
れ
を
翌
年
の
五
穀
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成
就
を
祈
る
社
の
神
へ
捧
げ
奉
る
「
供
米
」
と
定
め
て
倉
（
社
倉
）
へ
入
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
貧
し
い
人
で
も
、
一
日
に

籾
一
升
の
わ
ず
か
の
欲
念
を
こ
ら
え
る
な
ら
ば
幾
年
も
備
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
農
民
の
中
に
は
社
倉
へ
入
れ
る
よ
り
、
自
宅
に
備
え

て
お
い
た
ほ
う
が
「
火
難
盗
難
の
用
心
」
も
安
心
で
あ
る
と
し
て
、
密
々
に
米
銭
の
備
を
す
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
が
、「
念
欲
」
か
ら

利
息
を
得
よ
う
と
貸
付
に
し
た
り
、
身
の
奢
の
た
め
に
使
っ
た
り
し
て
備
え
は
成
就
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
子
々
孫
々
の

た
め
、わ
ず
か
の
念
欲
を
こ
ら
え
て
、貧
福
み
な
社
倉
へ
備
え
る
よ
う
し
た
ほ
う
が
よ
い
、と
い
う
の
で
あ
っ
た
（
五
九
六
〜
五
九
七
頁
）。　

著
者
は
そ
う
し
た
考
え
か
ら
、
近
頃
、
こ
の
「
社
倉
の
備
」
を
企
て
た
さ
い
、「
迂
遠
な
る
鄙
劣
の
沙
汰
」
と
い
う
人
が
多
か
っ
た
が
、

そ
う
し
た
人
は
除
き
、
志
を
同
じ
く
す
る
人
で
「
社
中
」
を
つ
く
り
、
備
え
立
て
は
じ
め
た
。
年
月
が
過
ぎ
て
貯
蓄
も
増
え
て
役
に
立
つ

よ
う
に
な
り
、
凶
歳
の
遠
近
も
わ
か
ら
な
い
な
か
、
は
じ
め
笑
っ
て
い
た
人
も
社
中
に
入
る
よ
う
に
な
り
、
社
中
も
多
人
数
に
な
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
（
六
〇
三
頁
）。

酒
彦
の
社
倉
取
り
組
み
は
、
農
民
の
側
の
ほ
う
か
ら
、
領
主
権
力
の
関
与
な
く
、
主
体
的
に
備
米
を
出
し
て
「
社
中
」
を
作
っ
て
始
め

た
点
が
従
来
と
は
異
な
る
備
荒
貯
蓄
の
新
展
開
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
保
の
飢
饉
を
契
機
と
し
て
、
個
人
備
え
で
は
な
く
共
同
備
え
へ

と
、
農
民
・
村
が
積
極
的
に
動
き
出
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
後
述
の
よ
う
に
天
保
の
飢
饉
以
後
、
幕
末
に
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
名
目

に
よ
る
備
荒
貯
蓄
が
な
さ
れ
て
い
く
気
運
を
示
し
て
い
る
。
社
倉
な
ど
の
元
米
（
原
資
）
を
ど
う
用
意
で
き
る
か
、
農
民
に
強
制
的
に
負

担
を
か
け
る
か
た
ち
な
ら
ば
役
人
へ
の
信
用
と
い
う
問
題
も
あ
り
、
増
徴
政
策
と
し
て
反
発
が
あ
り
、
ま
た
「
仁
政
」
と
い
う
観
点
か
ら

は
農
民
に
負
担
を
強
い
な
い
方
法
が
考
案
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
自
発
的
に
農
民
の
側
か
ら
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ

う
し
た
困
難
も
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
村
の
「
自
治
」
の
力
に
藩
の
側
が
乗
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
領
主

権
力
の
弱
体
化
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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台
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五

農
民
・
村
側
か
ら
の
共
同
的
な
社
倉
の
紐
帯
と
し
て
強
調
さ
れ
て
く
る
の
は
、
土
地
の
神
（
産
土
神
）
で
あ
っ
た
。
江
刺
郡
東
方
大
肝

入
菊
地
（
菊
池
）
雄
三
郎
か
ら
村
々
に
順
達
さ
れ
た
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
四
月
「
被
仰
出
」
の
「
社
倉
備
穀
の
事
」）
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が
そ
の
点
を

よ
く
示
し
て
い
る
。
文
の
最
後
が
「
あ
な
か
し
こ
」
と
あ
っ
て
、
和
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
以
下
に
少
し
読
み
や
す
く
簡

約
し
て
お
こ
う
。

「
社
稷
」
の
「
社
」
は
「
土
神
」（
土
地
の
神
）
で
「
稷
」
は
「
穀
神
」
で
あ
る
。「
土
」
は
「
五
土
」
と
い
っ
て
「
五
つ
の
品
」
が
あ
り
、「
穀
」

に
も
「
五
穀
」
と
い
っ
て
「
五
つ
の
品
」
が
あ
る
。「
人
」
は
天
地
の
間
に
生
れ
る
と
い
っ
て
も
、「
土
」
に
つ
い
て
い
る
も
の
な
の
で
「
土
」

よ
り
生
れ
る
物
を
も
っ
て
命
を
つ
な
い
で
い
る
。「
土
」
よ
り
生
れ
る
物
は
限
り
な
い
が
、「
五
穀
」
は
人
を
養
う
尊
い
も
の
な
の
で
、「
人
」

は
こ
れ
を
耕
作
す
る
。
杉
桧
な
ど
は
家
を
作
り
、
萱
は
屋
根
を
葺
き
、
雑
木
は
薪
と
な
る
。
お
よ
そ
「
土
」
よ
り
生
れ
る
物
で
「
人
」
を

養
わ
な
い
も
の
は
な
い
。「
穀
」
は
「
土
」
よ
り
生
ず
る
の
で
、「
土
」
が
本
で
あ
る
。
我
朝
で
は
「
土
神
」
を
稲
荷
明
神
と
称
し
重
ん
じ

て
い
る
。
我
々
は
こ
れ
を
「
一
村
」
の
「
産
神
」
と
し
て
、
春
秋
に
春
の
社
日
、
秋
の
社
日
と
し
て
祭
る
。
春
は
苗
の
育
ち
が
よ
い
よ
う

に
と
祈
る
の
で
「
初
苗
」
と
い
い
、
秋
は
五
穀
の
実
の
り
を
感
謝
し
て
「
初
穂
」
と
名
づ
け
て
新
米
を
奉
納
す
る
。

そ
の
、「
初
苗
初
穂
」
を
納
め
る
心
で
社
内
に
倉
を
建
て
置
き
、「
分
限
様
式
（
株
式
か
）」
に
よ
り
籾
穀
を
持
ち
寄
っ
て
奉
納
す
る
。

こ
の
備
え
は
「
凶
歳
凌
」
だ
け
で
な
く
、
村
中
の
貧
民
が
聟
嫁
を
取
る
さ
い
に
拝
借
し
て
婚
礼
を
い
と
な
み
、「
火
難
生
死
」
な
ど
の
「
不

時
吉
凶
」
の
さ
い
に
も
同
様
に
拝
借
し
、
そ
れ
を
年
賦
で
返
済
す
る
。
備
え
は
年
の
豊
凶
に
も
よ
る
が
、
備
え
を
増
し
て
い
く
と
「
大
石
」

（
大
穀
）
と
な
る
。「
大
石
」
と
な
っ
た
ら
そ
の
う
ち
「
五
ヶ
壱
」
と
か
「
三
ヶ
壱
」
を
利
息
付
き
で
貸
し
付
け
、
そ
の
利
息
で
鼠
喰
・
欠

石
を
補
う
。
こ
の
備
え
が
足
る
と
き
は
村
中
に
危
な
い
こ
と
は
な
い
。「
土
神
」
の
御
蔭
を
も
っ
て
「
家
内
相
続
」
す
る
者
に
「
報
恩
の
心
」

が
な
け
れ
ば
罪
を
蒙
り
幸
い
な
き
も
の
な
の
で
、
こ
の
道
理
に
合
点
し
て
備
え
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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社
倉
を
社
稷
、
土
神
（
産
神
）
と
結
び
つ
け
、
そ
の
神
へ
の
報
恩
的
な
気
持
ち
に
訴
え
か
け
て
備
荒
貯
蓄
を
拒
み
が
た
く
し
、
自
発
的

に
応
ず
る
よ
う
仕
向
け
る
教
諭
の
論
法
と
な
っ
て
い
る
）
20
（

。
こ
う
な
る
と
、「
国
家
」（
藩
）
が
「
仁
政
」
と
し
て
行
う
べ
き
「
御
救
」
の
責

務
が
は
る
か
遠
い
も
の
と
な
り
、
産
神
を
紐
帯
と
す
る
共
同
体
に
も
っ
ぱ
ら
救
済
機
能
を
押
し
込
め
て
い
き
か
ね
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
効

果
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
社
倉
論
の
展
開
が
一
方
で
隘
路
に
陥
り
か
ね
な
い
危
う
さ
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
江
刺
郡
の
「
社
倉
備
穀
の
事
」
に
論
旨
が
よ
く
似
た
「
社
倉
備
可
仕
事
（
年
不
詳
）」
と
題
し
た
史
料
が
『
磐
井
郡

猪
岡
村
小
猪
岡
槻
山
家
文
書
』）
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の
な
か
に
あ
る
。
ま
だ
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
こ
こ
に
全
文
を
翻
刻
し
て
お
く
。

唐
に
社
の
神
と
云
事
有
り
、
社
の
神
と
ハ
土
の
神
を
云
也
、
土
の
神
と
ハ
五
土
の
神
也
、
五
土
と
ハ
土
の
位
を
い
ふ
に
て
上
々
田
・

上
田
・
中
田
・
下
田
・
下
々
田
の
事
也
、
そ
れ
民
ハ
此
五
段
の
土
を
耕
し
、
五
穀
ミ
の
り
て
あ
ふ
や
け
の
貢
物
を
捧
け
、
さ
あ
れ
ハ

実
に
此
社
の
神
ほ
と
と
ふ
と
む
べ
き
あ
ら
ん
や
ハ　

日
の
本
の
神
に
し
て
ハ
稲
荷
明
神
是
也
、
し
か
ハ
あ
れ
と
稲
荷
に
も
限
る
べ
か

ら
ず
、
す
べ
て
鎮
守
産
神
ハ
則
社
の
神
也
、
産
神
ハ
生
れ
出
ル
よ
り
其
身
の
生
涯
を
守
り
給
ふ
神
な
れ
ハ
、
い
か
て
あ
が
め
と
ふ
と

ま
ざ
る
め
や
、
さ
れ
ハ
暦
に
春
の
社
日
、
秋
の
社
日
と
て
一
年
に
二
日
有
り
、
唐
に
ハ
此
社
日
に
産
神
の
祭
も
す
る
也
、
此
日
ハ
天

子
よ
り
御
免
の
日
な
れ
ハ
、
男
も
女
も
社
の
神
へ
参
詣
し
て
社
内
の
茶
屋
抔
に
て
酒
宴
を
催
し
、
い
と
賑ニ
キ

々
し
く
遊
ふ
事
、
是
ぞ
百

性
の
楽
と
云
べ
き
也
、
然
ル
に
秋
の
社
日
ハ
五
穀
成
就
の
礼
参
り
な
れ
ハ
、
初
穂
と
て
新
米
を
神
へ
も
手
向
、
面
々
も
め
し
に
た
き

初
る
也
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
へ
て
社
倉
と
て
産
神
の
社
の
内
へ
倉
を
た
て
置
、
年
の
豊
凶
に
よ
り
て
面
々
よ
り
持
寄
に
籾
を
備
へ
置
て
、

凶
年
な
と
の
凌
と
ハ
す
る
也
、
其
備
や
う
ハ
員
数
に
ハ
か
ゝ
わ
ら
ぬ
事
に
て
、
お
の
れ
〳
〵
の
身
の
分
限
に
応
し
備
ふ
べ
き
也
、
た

と
へ
ハ
仏
神
へ
の
寄
進
な
と
を
も
株
式
分
限
に
よ
り
ほ
と
〳
〵
有
べ
き
こ
と
く
、
身
分
相
応
に
出
ス
べ
き
事
な
り
、
か
く
備
へ
置
年

積
り
て
大
石
の
備
へ
に
な
れ
ハ
、
凶
歳
を
待
の
み
に
あ
ら
ず
、
た
れ
〳
〵
に
よ
ら
ず
、
何
か
不
幸
の
事
あ
り
て
身
煩
も
し
、
生
死
に
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つ
け
て
は
か
ら
ざ
る
難
儀
も
有
も
の
な
れ
ハ
、
左
様
の
時
に
ハ
此
備
へ
よ
り
籾
を
か
り
、
其
難
儀
し
の
か
せ
、
ま
た
年
々
に
五
升
の

七
升
の
と
云
や
う
に
返
さ
せ
、
つ
く
の
わ
せ
置
べ
き
也
、
扨
分
限
な
る
も
の
ハ
、
云
草
に
、
我
等
ハ
自
分
に
備
へ
置
て
凶
歳
の
時
に

ハ
夫
〳
〵
に
施
し
、人
に
も
よ
ろ
こ
ば
れ
忝
な
し
と
い
わ
れ
ん
事
を
思
へ
ハ
、此
備
へ
に
ハ
入
ま
じ
な
と
云
も
有
り
、愚
な
る
こ
と
ゝ

云
へ
し
、
左
様
に
人
に
施
し
す
る
も
何
の
た
め
ぞ
や
、
陰
徳
を
な
し
て
子
孫
長
く
栄
ん
た
め
な
る
べ
し
、
然
ル
に
我
施
し
せ
し
な
と

人
に
も
ほ
こ
り
、
我
顔
ミ
せ
ん
に
私
の
ひ
か
心
に
て
何
の
陰
徳
に
も
功
徳
に
も
な
ら
ず
、
か
ゝ
る
人
の
子
孫
ハ
必
栄
へ
ぬ
も
の
ぞ
か

し
、
い
か
に
と
な
れ
ハ
長
者
屋
敷
と
て
そ
こ
こ
ゝ
に
荒
た
る
跡
も
有
也
、
是
ハ
昔
栄
へ
し
人
の
陰
徳
な
く
て
冥
理
つ
き
た
る
ゆ
へ
子

孫
た
へ
た
る
者
也
、
か
く
あ
れ
ハ
今
富
る
者
ハ
子
孫
の
栄
へ
を
思
は
ゞ
、
人
し
ら
ぬ
所
に
施
し
、
此
社
倉
の
備
へ
な
と
に
能
備
へ
置

て
、
誰
に
施
す
と
ハ
な
く
に
陰
徳
に
な
れ
バ
子
孫
も
長
く
繁
昌
し
、
末
程
目
出
度
栄
ゆ
べ
き
な
れ
ハ
、
此
き
わ
を
よ
く
〳
〵
心
得
て

社
倉
の
備
へ
お
ハ
可
仕
ぞ
か
し

「
社
倉
備
穀
の
事
」（
以
下
Ａ
）、「
社
倉
備
可
仕
事
」（
以
下
Ｂ
）
を
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
と
も
社
土
は
土
神
の
こ
と
、
五
土
か
ら

五
穀
が
生
ず
る
、
稲
荷
明
神
は
我
朝
（
Ａ
）
ま
た
は
日
本
（
Ｂ
）
の
産
神
、
春
の
社
日
・
秋
の
社
日
あ
り
、
秋
に
は
初
穂
を
奉
納
す
る
、

そ
の
心
（
Ａ
）、
ま
た
は
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
（
Ｂ
）、
社
内
に
倉
を
建
て
分
限
・
株
式
に
よ
り
籾
を
持
ち
寄
る
、
凶
歳
だ
け
で
な
く
不
時

吉
凶
（
Ａ
）、
ま
た
は
難
儀
（
Ｂ
）
の
さ
い
貸
し
付
け
る
、
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
骨
格
を
な
す
用
語
が
共
通
し
、
産
神
へ
の
初
穂
感
覚
か

ら
社
倉
を
促
す
論
旨
が
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
違
い
も
あ
る
。
Ｂ
が
社
を
「
唐
」
の
こ
と
と
し
て
述
べ
、
Ａ
で
は
そ
れ
が
明
示
的
で
な

い
、
Ａ
で
は
五
土
を
五
品
と
す
る
の
に
対
し
て
Ｂ
で
は
五
段
（
上
々
田
以
下
）
と
す
る
、
Ａ
で
は
産
神
を
稲
荷
明
神
と
す
る
の
に
対
し
て
、

Ｂ
で
は
稲
荷
に
限
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
、
Ｂ
が
陰
徳
、
長
者
屋
敷
の
没
落
を
語
る
の
に
対
し
て
Ａ
に
は
そ
れ
が
な
く
、
土
神
へ
の
報

恩
の
心
が
語
ら
れ
る
、
Ａ
で
は
「
大
石
」
の
う
ち
五
分
一
な
ど
の
貸
付
の
利
息
は
鼠
喰
欠
石
を
補
う
た
め
と
あ
る
が
、
Ｂ
に
は
そ
れ
が
な
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い
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。
Ａ
と
Ｂ
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
が
、
Ｂ
が
産
神
は
稲
荷
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と

し
、
あ
る
い
は
陰
徳
の
教
戒
的
な
側
面
を
前
に
出
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
と
い
う
前
後
関
係
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

一
八
世
紀
半
ば
か
ら
幕
末
に
か
け
て
の
仙
台
藩
で
語
ら
れ
た
備
荒
貯
蓄
論
を
紹
介
し
て
き
た
。
芦
東
山
の
「
長
蓄
倉
」
は
、
藩
の
「
ウ

キ
金
」
を
低
利
で
貸
し
出
し
て
、
そ
の
利
息
籾
を
積
み
増
し
て
い
く
と
い
う
点
に
お
い
て
は
「
朱
子
社
倉
法
」
に
近
い
や
り
方
で
、
そ
れ

に
常
平
倉
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
建
部
清
庵
の
場
合
は
、
商
品
価
値
の
あ
る
「
四
木
」
を
栽
培
し
て
そ
れ
を
売
っ
た
代
金
で

穀
物
を
囲
い
、
そ
れ
を
共
同
管
理
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
、
共
同
管
理
に
着
目
す
れ
ば
や
が
て
社
倉
と
呼
ば
れ
て
い
く
も
の
に
相
当
し

よ
う
。
し
か
し
、
東
山
も
清
庵
も
社
倉
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
な
い
。

仙
台
藩
に
お
い
て
社
倉
の
名
称
が
藩
の
政
策
と
し
て
意
識
化
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
文
政
期
の
こ
と
で
あ
る
。
主
唱
者
と
受
け
と
め
ら

れ
て
い
る
志
村
弘
強
（
篤
治
）
の
役
割
が
大
き
い
か
と
思
わ
れ
る
。
弘
強
の
社
倉
の
捉
え
方
は
「
官
倉
」
で
は
な
く
、「
民
ノ
私
儲
」
と

い
う
点
に
あ
り
、
そ
れ
を
皆
で
管
理
す
る
と
い
う
の
は
、
本
庄
栄
次
郎
の
社
倉
定
義
と
合
致
し
て
い
る
。

天
保
飢
饉
後
の
農
政
官
僚
荒
井
東
吾
の
場
合
、
百
姓
、
知
行
主
、
藩
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
拠
出
し
あ
う
と
い
っ
て
も
、
社
倉
と
い
う
言
葉

を
使
わ
ず
、
義
倉
を
徹
底
し
て
用
い
て
い
る
。
本
庄
の
定
義
で
い
え
ば
、
富
裕
者
の
義
捐
と
い
う
よ
り
は
「
均
」
と
い
う
概
念
を
重
視
し
、

平
等
に
負
担
し
あ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
義
倉
よ
り
は
社
倉
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
庄
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
社
倉
と
義
倉

は
重
な
り
合
い
、
峻
別
す
る
の
が
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

志
村
弘
強
以
後
、
社
倉
は
農
夫
酒
彦
の
よ
う
に
、
天
保
の
飢
饉
が
契
機
と
な
っ
て
い
た
が
、
村
・
農
民
の
側
か
ら
の
主
体
的
な
「
社
中
」



仙
台
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備
荒
貯
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一
九

に
よ
る
備
荒
貯
蓄
論
と
し
て
民
間
に
深
く
浸
透
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
自
治
的
な
行
財
政
能
力
と
い
っ
て
も
い
い
村
の
成
長
が

背
景
に
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
社
倉
の
社
を
村
人
の
精
神
的
紐
帯
の
拠
り
所
と
な
っ
た
産
神
（
産
土
神
）
と
結

び
つ
け
て
、
共
同
体
成
員
の
責
務
と
さ
れ
て
い
く
の
が
、
最
後
に
述
べ
た
「
社
倉
備
穀
の
事
」「
社
倉
備
可
仕
事
」
で
あ
る
。「
社
倉
備
穀

の
事
」
が
大
肝
入
を
通
し
て
村
々
に
達
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
農
民
の
側
か
ら
語
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
、
藩
の
側
か
ら
の
農
民

教
諭
の
備
穀
の
勧
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
仁
政
に
よ
る
公
的
救
済
・
施
策
が
後
退
し
、
村
の
自
力
救
済
、
自
己
責
任
論
へ
の
陥
穽
が
潜
ん

で
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
倉
を
ど
う
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
か
、
語
ら
れ
る
文
脈
に
よ
っ
て
相
当
に
違
っ
て
く
る
こ
と
に
注

意
を
払
わ
な
い
と
、
そ
の
方
向
を
見
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
仙
台
藩
で
は
天
保
の
飢
饉
以
降
、
赤
子
養
育
料
村
備
籾
、
郡
備
金
賑
民
講
、
村
備
金
・
籾
、
凶
歳
凌
ぎ
月
々

一
升
備
籾
な
ど
、
村
々
を
巻
き
込
ん
で
、
そ
の
自
主
性
を
促
し
な
が
ら
、
郡
（
代
官
区
）・
村
単
位
の
さ
ま
ざ
ま
な
名
目
の
備
荒
貯
蓄
が

本
格
化
し
て
い
っ
た
）
22
（

。
そ
れ
が
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
凶
作
な
ど
で
効
果
を
発
揮
し
、明
治
維
新
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）　
『
本
庄
栄
治
郎
著
作
集
』
第
六
冊
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
二
年
）
三
八
七
頁
。
ま
た
「
日
本
天
災
史
」（
同
著
作
集
第
一
〇
冊
、
一
九
七
三
年
、

初
出
一
九
二
四
年
、
原
題
は
「
史
的
研
究　

天
災
と
対
策
」）
五
九
〜
六
一
頁
な
ど
で
も
、
同
様
に
述
べ
て
い
る
。

（
2
）　
『
続
山
崎
闇
斎
全
集
』中
巻（
日
本
古
典
学
会
、一
九
三
七
年
）。
ま
た
、『
日
本
経
済
大
典
』第
三
巻（
啓
明
社
、一
九
二
八
年
）所
収
の
浅
見
綗
斎『
社

倉
法
師
説
』
の
「
附
録
」
と
し
て
「
朱
子
社
倉
法
並
附
考
」）
が
あ
る
。
綗
斎
は
闇
斎
の
門
人
。
右
『
師
説
』
は
綗
斎
の
講
義
を
若
林
強
斎
が
筆

記
し
た
も
の
。「
朱
子
社
倉
法
」
が
版
行
さ
れ
た
の
は
、『
補
訂
版
国
書
総
目
録
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
と
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
の
こ
と
で

あ
っ
た
。



二
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台
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荒
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（
3
）　

会
津
藩
の
「
社
倉
の
法
」
は
、
承
応
三
年
（
一
六
五
五
）
一
一
月
一
二
日
、
百
姓
が
「
逼
迫
」
し
て
、「
高
利
之
米
脇
々
よ
り
借
」
り
る
よ
う
な

と
き
に
は
い
つ
で
も
「
御
蔵
米
」
を
貸
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
仰
せ
出
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
（『
会
津
藩
家
世
実
紀
』
第
一
巻
五
〇
〇
頁
、
吉

川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）。
翌
年
（
明
暦
元
年
）
春
に
具
体
的
な
方
法
を
定
め
、
そ
の
年
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
た
（
詳
し
く
は
同
前
書
五
一
三

〜
五
一
四
頁
、
五
六
三
頁
参
照
）。

（
4
）　

前
掲
『
日
本
経
済
大
典
』
第
一
一
巻
（
一
九
二
八
年
）。
以
下
、該
当
頁
は
本
文
に
適
宜
示
し
た
。
な
お
、『
上
言
』
は
『
玩
易
斎
遺
稿
』
上
巻
（
信

山
社
、
一
九
九
八
年
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）　

寛
延
の
飢
饉
は
、
八
戸
藩
で
は
「
猪
飢
饉
」
と
呼
ば
れ
た
飢
饉
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
秋
田
藩
も
か
な
り
の
飢
饉
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
詳
ら

か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
一
端
は
、
拙
著
『
飢
饉
か
ら
読
む
近
世
社
会
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
序
章
一
六
〜
一
七
頁
で
述
べ
た

こ
と
が
あ
る
。

（
6
）　
『
礼
記
王
制
』
に
い
う
三
年
に
一
年
分
の
蓄
え
を
な
す
備
蓄
。
そ
の
近
世
社
会
で
の
受
け
と
め
は
、
拙
著
『
飢
饉
か
ら
読
む
近
世
社
会
』
第
一
一

章
「
三
年
の
蓄
え
な
き
は
国
に
あ
ら
ず
―
幕
藩
制
社
会
の
危
機
管
理
論
」
で
論
じ
て
い
る
。

（
7
）　

仙
台
藩
に
お
け
る
利
息
は
、吉
田
正
志
『
仙
台
藩
金
銀
出
入
処
理
法
の
研
究
』（
慈
学
社
出
版
、二
〇
一
一
年
）
に
よ
れ
ば
、宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）

に
法
定
最
高
利
率
を
月
一
五
両（
六
〇
切
）に
つ
き
一
歩（
＝
一
分
＝
一
切
）の
利
息
、一
年
で
は
一
二
歩（
二
割
）の
利
息
に
引
き
下
げ
た
と
い
い
、

そ
れ
以
前
は
月
一
〇
両
（
四
〇
切
）
に
つ
き
一
歩
（
年
三
割
）
で
あ
っ
た
（
一
二
三
頁
）。
そ
の
後
も
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
は
月
二
〇

両
に
つ
き
一
歩
（
年
一
割
五
分
）
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
一
九
三
頁
）。
東
山
が
執
筆
し
た
宝
暦
五
年
当
時
、

最
高
年
三
割
の
利
息
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
8
）　
『
民
間
備
荒
録
』
は
、『
仙
台
叢
書
』
第
一
〇
巻
（
仙
台
叢
書
刊
行
会
、
一
九
二
六
年
）、
前
掲
『
日
本
経
済
大
典
』
第
一
一
巻
（
一
九
二
八
年
）、

『
一
関
市
史
』
第
七
巻
資
料
編
Ⅱ
（
一
関
市
、
一
九
七
七
年
）、『
日
本
農
書
全
集
』
一
八
（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
三
年
）
に
翻
刻
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
原
文
の
振
り
仮
名
が
す
べ
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
『
日
本
農
書
全
集
』（
明
和
八
年
春
刊
）
の
も
の
を
用
い
た
。

（
9
）　
『
民
間
備
荒
録
』
は
版
を
重
ね
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
そ
れ
を
よ
く
示
し
、
文
政
期
の
一
八
二
〇
年
代
以
降
、
ひ
ろ
く
流
布
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
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台
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二
一

れ
て
い
る
（『
日
本
農
書
全
集
』
一
八
、
安
孫
子
麟
・
守
屋
嘉
美
「
民
間
備
荒
録
解
題
」）。

（
10
）　

大
日
本
古
文
書
『
伊
達
家
文
書
之
九
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
年
復
刻
）
一
一
〇
〜
一
四
三
頁
。
天
明
の
飢
饉
後
の
動
き
と
し
て
、
寛

政
〜
文
化
期
に
赤
子
養
育
制
度
と
か
ら
ん
だ
備
籾
が
展
開
し
て
い
く
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。

（
11
）　

山
下
恒
夫
再
編
『
石
井
研
堂
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

江
戸
漂
流
記
総
集
』
第
六
巻
（
日
本
評
論
社
、一
九
九
三
年
）。
志
村
志
強
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、

こ
の
山
下
恒
夫
「
解
題
」
に
よ
る
（
六
二
二
〜
六
二
五
頁
）。
志
強
の
没
年
は
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
で
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
と
す

る
の
は
間
違
い
と
指
摘
す
る
。

（
12
）　
『
補
訂
版
国
書
総
目
録
』（
岩
波
書
店
）
に
載
る
朱
子
社
倉
ま
た
は
社
倉
を
冠
し
た
書
目
だ
け
で
も
、朱
子
社
倉
法
（
山
崎
闇
斎
編
、文
化
三
年
版
）、

社
倉
勧
喩
（
足
代
弘
訓
、
天
保
一
〇
年
版
）、
社
倉
私
議
（
中
井
竹
山
）、
社
倉
大
意
（
社
倉
法
大
意
、
三
輪
執
斎
）、
社
倉
法
師
説
（
浅
見
綗
斎

講
・
若
林
強
斎
録
）
な
ど
五
〇
書
近
く
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
13
）　

難
波
信
雄
「
仙
台
藩
民
風
改
革
と
そ
の
背
景
」（
渡
辺
信
夫
編
『
近
世
日
本
の
民
衆
文
化
と
政
治
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
）。
こ
の
論

文
で
は
社
倉
論
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
志
村
の
論
の
特
徴
は
民
風
改
革
論
と
関
わ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
り
、
社
会
状
況
と

合
せ
て
の
理
解
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

（
14
）　

朱
子
の
社
倉
法
は
そ
の
元
米
を
官
府
か
ら
借
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
近
世
の
社
倉
論
に
お
い
て
も
当
初
は
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
藩
・

幕
府
の
領
主
米
が
元
米
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
個
々
の
百
姓
に
拠
出
さ
せ
て
備
え
る
方
向
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
く
。

そ
れ
で
は
新
た
な
負
担
で
あ
る
と
し
て
農
民
の
反
発
が
予
想
さ
れ
、
官
民
と
も
に
出
し
あ
う
と
構
想
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
備
金
穀
を
誰
が
出

す
か
、
誰
に
出
さ
せ
る
か
、
そ
の
了
解
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
大
飢
饉
後
と
も
な
れ
ば
農
民
・
村
側
に
も
抵
抗
感
が
弱
ま
り
こ

れ
に
応
じ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
心
理
状
態
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
15
）　

石
垣
宏
他
編
『
翻
刻
荒
井
宣
昭
選
集
』（
今
野
印
刷
、
二
〇
〇
二
年
）
四
五
〜
五
一
頁
、
七
一
〜
七
八
頁
。

（
16
）　

佐
藤
大
介
「
天
保
飢
饉
か
ら
の
復
興
と
藩
官
僚
―
仙
台
藩
士
荒
井
東
吾
「
民
間
盛
衰
記
」
の
分
析
か
ら
―
」（『
東
北
ア
ジ
ア
研
究
』
第
一
四
号
、

東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
〇
年
）。
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台
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（
17
）　

阿
刀
田
礼
造
『
郷
土
の
飢
饉
も
の
』（
仙
台
郷
土
研
究
会
出
版
部
、
一
九
四
三
年
）
一
〇
九
一
〜
一
一
一
〇
頁
。

（
18
）　
『
日
本
経
済
大
典
』
第
四
四
巻
（
啓
明
社
、
一
九
三
〇
年
）。

（
19
）　
『
江
刺
市
史
』
第
五
巻
資
料
篇
近
世
Ⅲ
（
江
刺
市
、
一
九
七
六
年
）
一
七
七
〜
一
七
八
頁
。

（
20
）　
「
社
」
は
も
と
も
と
中
国
で
「
産
土
神
」（
う
ぶ
す
な
が
み
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
白
川
静
『
字
通
』
平
凡
社
）。
近
世
日
本
で
も
、
た
と
え
ば
、

宇
佐
美
灊
水
『
社
倉
考
』（
安
永
元
年
、『
日
本
経
済
大
典
』
第
一
七
巻
、
一
九
二
九
年
）
は
「
社
は
里
中
寄
合
て
土
地
の
神
を
祭
る
こ
と
」
で
、

「
村
々
一
村
ご
と
に
組
し
て
米
穀
儲
蓄
の
倉
を
立
る
を
社
倉
と
い
ふ
」（
四
〇
〇
〜
四
〇
一
頁
）
と
と
ら
え
て
お
り
、
社
の
神
（
土
の
神
、
産
神
）

を
共
同
体
的
な
紐
帯
と
し
て
強
調
す
る
社
倉
論
が
生
ま
れ
や
す
い
近
世
の
村
で
あ
っ
た
。

（
21
）　

一
関
市
博
物
館
寄
託
文
書
、
整
理
番
号
Ｆ
一
五
四
文
書
。

（
22
）　

拙
稿
「
仙
台
藩
に
お
け
る
備
荒
貯
蓄
の
展
開
―
西
岩
井
小
猪
岡
の
場
合
―
」（『
一
関
市
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
三
号
、
二
〇
二
〇
年
）
は
、

地
域
に
お
け
る
備
荒
貯
蓄
の
具
体
的
展
開
例
と
し
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
岩
沼
市
史
』
第
２
巻
通
史
編
Ⅱ
近
世
（
岩
沼
市
、

二
〇
二
一
年
）
に
も
、
岩
沼
地
域
に
お
け
る
備
荒
貯
蓄
に
つ
い
て
述
べ
た
。
旧
稿
に
な
る
が
、「
近
世
中
期
に
お
け
る
救
荒
シ
ス
テ
ム
の
転
換
―

仙
台
藩
の
宝
暦
飢
饉
を
事
例
に
―
」（
前
掲
『
飢
饉
か
ら
読
む
近
世
社
会
』
所
収
）
も
深
く
関
連
す
る
論
考
で
あ
る
。


