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仏は采代以後の中国社骨における資本の形態にサイドライトをあてて.その輪郭をくっきり浮び上らせようとする

巨
や
篭

原
宋
資
本
の
問
題
は
密
葦
に
金
利
の
問
題
に
結
び
つ
く
.
中
囲
敢
骨
の
金
利
が
異
常
に
高
率
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
塵
と

指
摘
さ
れ

て
釆
た
が
'
鷺
は
利
率
を
諭
す
る
前
に
'
貸
借
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
究
明
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
.
そ
こ
で
私
は
発
づ
采
代
に
お
け
る

都
市
の
勃
興
を
管
見
L
t
次
に
都
市
生
活
に
お
け
る
資
本
貸
借
の
誓
況
を
探
り
'
最
後
に
都
市
に
あ
げ
る
階
級
構
成
を
論
じ
'
か
た
わ
ら
中
流
階
級

の
問
題
に
も
論
及
し
て
見
た
い
.
な
性
本
稿
を
作
成
す
る
に
つ
い
て
は
'
従
来
あ
ま
り
翠
界
か
ら
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
俗
書
を
利
用
し
て
見
よ
う
と

･
S
ふ
筆
者
の
野
心
も
手
侍
っ
て
ゐ
る
O
そ
の
主
な
も
の
は
石
印
本
太
上
賓
筏
固
説
'
及
び
清
末
儀
徴
呉
氏
重
刑
の
有
栢
講
書
堂
叢
刻
所
収
'
梁
恭
辰

の
勤
或
録
選
な
ど
で
あ
る
｡

1

五
代
は
軍
閥
郵
嶺
の
時
代
で
あ
る
が
'
こ
の
割
嶺
的
形
勢
は
唐
末
か
ら
引
き
つ
S
だ
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
の
淵
瀕
は
甚
だ
遇
い
｡
彼
等
軍
閥
は
周



2

時
に
商
纂
資
本
家
で
あ
っ
て
'
普
際
に
園
内
が
分
裂
し
て
細
い
ブ

ロ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
て
ゐ
る
時
に
は
政
治
的
夜
折
衝
な
し
に
は
商
資
が
囲
滑
に
符

は
れ
な
S
｡

こ
の
鮎
む
利
用
し
て
軍
閥
は
自
ら
'
或
は
そ
の
腹
心
を
手
允
に
使
っ
て
'
小
は
ゆ
る
回
易
'
或
は
回
国
貿
易
を
盛

に
行
､っ
た
の
で
あ

る
｡

1
方
彼
等
は
農
民
に
封
し
て
ど
ん
な
政
策
を
行
っ
た
か
.
澗
立

･
半
濁
立
政
椿
の
割
嬢
は
必
然
的
に
食
糧
の
自
給
を
必
要
と
す
る
O
従
っ
て
彼

等
は
農
薬
を
奨
勘
す
る
傍
で
搾
澱
を
行
は
ね
ば
な
ら
恵
か
つ
k
.〇
そ
の
篤
に
最
も
手
取
JSi
早
S
政
策
は
地
主
を
し
て
小
作
人
を
搾
取
さ
せ
'
更
に
ま

た
地
主
を
搾
取
す
る
と
い
ふ
や
り
方
で
あ
る
｡
地
主
は
搾
取
さ
れ
は
す
る
が
'
同
時
に
軍
閥
搾
取
の
代
行
機
関
で
も
あ
る
か
ら
'
そ
れ
を
渡
し
て
し

ま
っ
て
は
な
ら
な
rq
.
采
が
五
代
の
分
裂
を
統

1
し
た
時
は
大
煙
こ
ん
な
融
合
状
勢
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
O

采
は
そ
の
統

1
を
確
菅
に
す
.る
た
め
に
兵
樺
と
産
済
と
の
中
央
集
中
を
計
っ
た
O
こ
の
事
は
地
方
の
農
村
に
甚
深
夜
影
響
を
及
ぼ
し
た
O
常
時
の

人
民
は
都
合
民
と
農
村
属
に
は
一っ
き
り
慣
分
さ
れ
'
農
村
民
に
は
租
税
の
外
に
役
が
課
せ
ら
れ
て
ゐ
た
.
采
政
府
の
経
済
的
中
央
集
棟
に
伴
っ
て
'

地
方
の
租
税
は
中
央

へ
の
上
供
を
命
ぜ
ら
れ
懐
が
'
こ
の
道
迭
の
養
務
は
納
税
者
た
る
鼻
村
民
の
役
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
O
そ
れ
は
雷
然
大
地
主
が

輪
番
に
勤
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
'
速
い
国
都
へ
金
鏡
や
物
資
を
遅
速
す
る
困
難
な
仕
事
で
あ
る
た
め
'
途
中
の
事
故
も
多
く
'
農
村
大
地

主
の
破
産
す
る
者
が
相
つ
い
で
起
っ
た
｡
農
村
地
主
は
こ
の
役
を
避
け
る
た
め
に
'
次
第
に
農
村
を
離
れ
て
都
督
に
移
住
し
た
.

仁
宗
の
貴
重

奉

正
月
の
詔
に
二
周
東
二
見
西
'
駅
西
'
河
北
'
河
東
､
港
南
の
六
路
の
農
民
が
'
土
地
を
金
部
費
却
し
て
国
都
に
移
住
す
る
の

を
禁
止
せ
よ
と
あ
る
が

(練
資
殆
通
鍵
長
柄
春
宵
十
六
ノ
ニ
)､
こ
の
六
路
捻
揚
子
江
以
北
､を
殆
ん
ど
全
部
包
含
し
て
ゐ
る
か
ら
'
常
時
地
方
の
農
民
が

撃
っ
て
千
里
を
遺
し
と
せ
ず
し
て
国
都
開
封
へ
移
住
し
っ
つ
あ
つ
た
も
協
と
見
え
る
｡
さ
う
S
ふ
厄
介
な
土
地
を
買
受
け
る
の
は
官
戸
'
即
ち
品
官

】竿/-▼4

の
家
で
あ
る
.
宮
戸
は
租
税
を
納
め
る
だ
け
で
役
の
義
務
を
免
ぜ
ら
姓
ぞ
ゐ
る
.
彼
等
嬢
土
地
藍
見
つ
た
か
ち
と
云
っ
て
そ
こ
に
住
み
つ
く
と
は
限

ら
な
い
.
そ
こ

宗

在
地
主
の
畿
生
す
る
横
倉
が
多
く
な
っ
た
.
宮
戸
祭

豊

は
限
ら
な
S
.
地
主
笠

地
霊

の
ま
ま
に
し
て
自
己
だ
け
都
督

に
移
住
し
て
役
を
胡
麻
化
そ
う

.
と
し
た
.
こ
れ
を
造
佃
戸
と
稀
し
た

(最
警

函

五
ノ
〓
ハ).
附

近
の
都
合
に
ゐ
た
の
､で
は
ま
だ
役
が
追
払
か
け
て

葬
る
の
で
'
遠
く
固
都
の
附
近
ま
で
逃
げ
の
び
た

(
長
柄
J
二
〇
ノ
l
八
)
0㌧
こ
之
ま
で
乗
る
と
本
紫
地
の
官
吏
の
手
が
及
ば
な
か
つ
た
ら
し
く
'
観

.i

2



3

都
開
封
は
さ
う
S
ふ
地
主
連
で

7
つ
ば
い
匿
卑
つ
た
6

彼
等
が
い
か
に
役
を
逃
れ
る
為
と
些

票

､
争
っ
て
国
都
に
集
中
す
る
の
は
'
そ
こ
吃
何
等
か
65.生
活
の
日
管
て
が
な
け
れ
ば
な
ら
虹
ひ
拳
に
政
歴

の
経
済
的
軍
事
的
中
央
集
権
策
に
よ

っ
て
'
国
都
に
は
官
吏
軍
隊
な
ど
の
純
消
費
階
級
が
雲
集
し

て居
り
'
彼
等
に
供
給
す
る
た
め
に
地
方
の
金
銭

物
姿
が
吸
払
上
げ
ら
れ
て
此
虞
に
吐
き
出
さ
れ
る
｡
商
業
は
垂
前
の
活
況
を
皇
L
t
若
干
の
資
本
が
あ
れ
ば

l
勝
上
げ
る
見
込
み
が
あ
る
d
更
に
政

府
の
塵

･
茶
な
ど
の
専
費
事
案
は
商
人
に
莫
大
な
利
潤
を
捉
供
す
る
が
∵
か
か
る
特
許
商
人
は
是
非
と
も
中
央
要
路
の
大
官
と
連
絡
を
と
る
必
要
が

あ
わ
､
そ
の
雷
に
は
囲
都
に
居
住
す
る
の
が
便
利
で
あ
る
O
か
う
し
て
国
都
に
は
資
本
が
溢
れ
る
ほ
ど
集
中
す
る
〇
三
代
置
宗
の
成
平
六
年

(
l
o
o

≡
)
に
宰
相
王
且
は
[

開
封
で
は
資
産
百
帯
な
る
者
が
至
っ
て
多
く
'
十
葦
以
上
は
比
々
と
し
て
み
な
然
り
だ
と
述
(,(
て
ゐ
る
が
(長
窮
八
五
二

九
雪

質
産
百
葦
､
即
ち
財
産
見
積
額

1
千
箕
は
常
時
農
鳥

の
資
産
を
五
等
或
は
九
等
に
分
け
た
中
の
最
上
の
第

7
等
の
戸
に
入
る
境
目
と
さ
れ
て
ゐ

た

(長
柄
三
七
六
ノ

1
八
)O

さ
て
姿
本
家
の
国
都
移
住
は
'
そ
の
手
先
と
な
っ
て
働
く
使
用
人
'
或
は
そ

の
資
本
を
日
常
て
と
す
る
事
業
家
な
ど
の
無
産
者
を
も
招
き
よ
せ

る
｡
か
く
て
金
の
あ
る
者
も
な
い
者
も
'
は
て
は
泥
棒
ま
で
が
園
都
を
妙
が
抄
て
集
中
す
る

(名
望

蒜

鍍
後
･
王
厳
曳
)O
金
の
あ
る
者
は
都
に
出
れ

ば
ら
く
忙
暮
せ
'
金
の
な
5
着
も
何
と
か
衣
食
に
あ
り
つ
く
横
倉
を
輿
へ
ら
れ
る
｡
こ
の
事
は

一
面
か
ら
見
れ
ば
首
都
は
浮
浪
属
の
収
容
所
と
な
っ

て
'
配
合
治
安
の
た
め
に

一
種
の
安
全
舞
と
な
る
を
意
味
し
た
｡
こ
の
傾
向
も
賓
は
末
代
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
な
く
'
既
に
束
晋
の
謝
安
の
言
葉
に
.

も

｢
不
蓮
の
聾
を
包
容
し
て
お
け
ぬ
位
な
ら
ば
京
師
の
存
在
す
る
意
味
は
な
い
｣
と
あ
る
通
り
で
あ
rO
(
世
詮
補
).i

首
都
ば
か
り
で
な
く
地
方
の
都
市
も
同
様
な
事
情
の
下
に
末
代
以
後
の
繁
柴
が
目
醒
ま
し
か
-つ
た
O
と
こ
ろ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
'
都
市
の
繁

柴
は
必
ず
し
も
農
村
の
繁
柴
を
士
茎
と
し
て
築
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
都
市
は
農
村
に
と
っ
て
も
必
要
な
存
在
紅
蓮
払
潅
S
が
'
と

も
す
れ
ば
そ
れ
が
必
要
以
上
な
存
在
と
な
っ
て
農
村
に
負
港
を
か
け
.
農
村
を
犠
牲
に
し
て
払
と
り
繁
華
を
誇
り
た
が
る
O
こ
れ
は
極
め
て
危
険
な

こ
と
で
'
極
端
ま
で
ゆ
く
と
都
市
が
農
村
を
破
滅
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
'
さ
う
す
る
と
今
度
は
都
市
が
農
村
以
上
に
大
き
な
打
撃
を
蒙
っ
て
自
滅
に

3



4

鷹
る
結
果
と
な
る
｡

采
以
後
歴
代
の
王
朝
革
命
の
際
､
世
情
の
混
乱
に
際
し
て
'
都
市
は
食
糧
妖
乏
の
た
め
に
無
残
な
惨
状
を
皇
す
る
｡
金
よ
わ
は
物
､
L物
よ
り
.も
食

物
と
い
ぶ
こ
と
に
な
る
と
'
結
局
強
い
の
は
農
村
で
あ
る
6
内
乱
の
直
後
､
放
棄
さ
れ
た
土
地
は
再
び
耕
さ
れ
て
発
づ
農
村
の
再

建

が
行
は
れ
出

す
o
L
か
し
世
の
中
が
安
定
し
て
み
る
と
'
最
も
儲
か
ら
な
い
仕
事
は
農
業
で
あ
る
0
そ
の
上
に
租
税
も
衝
役
も
農
村
に
ば
か
ゎ
重
く
か
か
っ
て
く

る
｡
農
村
か
ら
の
過
剰
人
口
や
逃
亡
者
を
受
け
入
れ
て
'
都
市
の
人
口
は
水
ぶ
く
れ
に
ふ
く
れ
て
'
都
市
は
表
面
的
に
華
や
か
に
活
況
を
皇
す
る
｡

こ
の
や
う
な
近
世
都
市
を
舞
壷
と
し
て
'
資
本
は
ど
ん
な
に
動
い
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
o

〓

資
本
貸
借
の
管
相

五
代
の
軍
閥
は
至
る
所
に
邸
店

(倉
庫
)
を
所
有
し
て
'
白
ら
仲
介
業
を
皆
ん
だ
が
､
時
に
は
そ
れ
を
他
人
に
貸
し
っ
け
て
家
貨
を
取
立
て
た
ら

し
い
｡
最
も
収
益
の
確
賓
な
貸
付
は
不
動
産
な
の
で
あ
る
｡
末
代
に
は
政
府
白
身
が
多
く
の
貸
家
を
も
ち
'
要
路
の
大
官
な
ど
も
盛
ん
に
家
主
と
な

●
●

っ
て
店
子
か
ら
房
鏡
を
取
っ
て
ゐ
莞

末
代
の
官
吏
は
商
業
行
為
を
禁
止
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
'
そ
の
資
本
を
不
動
産
に
投
下
し
て
利
殖
を
磨
っ
た
と

思
は
れ
る
が
'
既
に
邸
店
を
所
有
す
れ
ば
'
或
は
他
人
名
黄
で
営
業
に
も
関
係
し
た
か
も
知
れ
な
.い

(長
編
八
丁

六
･
九
)
.
敵
符
五
年
に
は
詔
し

●
●

て
'
大
官
が
国
都
に
於
い
て
居
第
の
外
に
廉
く
物
業
を
買
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
禁
止
し
て
ゐ
る
が

(長
柄
1
〇
七
ノ
七
)'

7
向
に
効
果
は
な
か
つ
た
と

兄
へ
'
仁
宗
時
代
の
宰
相
夏
疎
は
邸
店
を
所
有
す
る
こ
と
最
も
庚
か
つ
た
と
あ
ゎ

(長
柄
1
九
〇
ノ
二
二
)
'
大
蔵
大
臣
に
嘗
る
張
方
平
は
業
務
上
隼

●
●

●
●

因
縁
あ
る
富
民
か
ら
無
理
に
邸
舎
を
安
債
に
買
払
と
っ
て
弾
劾
を
受
け
て
ゐ
る

(長
柄
一
八
九
ノ
七
).
物
業
は

7
股
に
不
動
産
で
あ
る
が
'
邸
合
は

即
ち
邸
店
に
外
な
ら
ぬ
｡

か
う
い
ふ
借
屋
の
家
賓
は

1
日
を
単
位
に
額
が
定
め
ら
れ

(長
柄
1
八
七
ノ
一
八
)'
極
め
て
短
い
期
間
毎
に
取
旦
止
て
ら

れ
た
O
五
代
軍
閥
の
名
残
り
で
あ
る
采
初
の
鎗
州
節
度
使
米
信
誓

園
部
の
太
麗
宅

甚
大
い
に
都
合
を
起
し
二

日
の
収
益
千
貫
以
上
と
稀
せ
ら
れ

(審

談
叢
)'
北
宋
末
の
宰
相
伺
執
中
は
鱗
部
に
於
ゆ
る
最

大
の
露
店
所
有
者
芋

毎
日
百
二
十
貫
の
属
領
叢

書

と
'
宮
中
の
狂
嘗
に
ま
で
語
.

･_ 4_



5

ら
れ
る
程
で
あ
っ
た

(問
燕
常
談
).
再
録
の
日
割
計
算
は
す
っ
と
後
世
ま
で
符
は
れ
.
を
れ
が
毎
日
取
且
止
て
ら
れ
た
こ
と
も
嘗
際
あ
っ
た
ら
し
.い

(空

襲
横
国
詮
･
嫁
締
賓
悪
)｡
さ
て
邸
店
は
前
適
の
如
く
倉
庫
業
で
あ
り
.
同
時
に
商
人
紅
も
宿
泊
さ
せ
'
商
品
貸
費
の
仲
買
を
も
営
む
の
で
あ
る

か
ら
'
あ
ま
わ
に
数
多
く
の
邸
店
を
所
有
し
た
者
は
恐
ら
く
単
に
常
鏡
を
取
立
て
る
･だ
け
､で
満
足
L
t
倉
庫
の
経
営
は
別
人
餅
行

っ
た

と
思
は
れ

る
.
倉
庫
業
の
如
き
営
業
に
あ
つ
て
は
'
倉
庫
ぞ
の
も
の
が
最
大
の
賢
本
で
あ
る
か
ら
'
こ
こ
に
資
本
所
有
者
と
経
営
者
と
の
分
離
が
見
ら
れ
た
こ

と
に
な
る
O
こ
れ
は
恰
も
桑
葉
に
於
け
る
地
主
と
小
作
人
と
の
関
係
に
似
て
ゐ
る
が
'
果
し
て
郵
店
の
持
主
と
経
営
者
の
間
に
も
隷
属
的
な
関
係
が

生
じ
た
か
否
か
は
判
然
し
な
S
.｡

,

末
代
都
督
の
住
民
は
不
動
産
所
有
板
に
よ
っ
て
十
等
に
分
け
ら
れ
て
ゐ
た
P
L
か
し
都
合
の
住
民
は
た
と
へ
自
ら
不
動
産
を
所
有
し
な
S
で
も
'

●
●

動
産
資
本
を
蓬
樽
し
て
生
業
を
営
む
こ
と
が
出
乗
る
｡
こ
の
動
産
資
本
の
蓬
韓
を
皆
蓬
と
稲
し
た

(長
柄
三
七
六
ノ
二
三
)
｡

末
代
の
官
吏
は
白
身
が
商

業
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
た
め
'
か
か
る
資
本
を
貸
し
っ
け
て
利
息
を
儲
け
る
者
が
多
か
つ
潅
｡
辞
符
五
年
頃
の
詔
は
'
か
か
る
官
吏
の

金
貸
菜
を
も
禁
止
し
て
ゐ
る
が

(長
柄
七
八
ノ
七
)'
賓
際
に
は
贋
く
行
は
れ
た
こ
と
で
あ
る
ら
し

い
｡

こ
の
民
間
の
貸
借
を
官
営
で
行
つ
.た
の
が
'

願
寧
年
間

(
1
〇
七
二
)
の
王
安
石
の
市
易
浜
で
'
国
立
の
市
易
務
が
庚
く
商
人
に
営
蓬
資
本
を
貸
し
っ
け
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

こ
れ
転
は
抵
首
を

/

い
れ
て
借
め
る
も
の
:V

信
用
貸
し
と
が
あ
つ
た
が
'
利
率
は
半
年

7
割
二

年
二
割
で
あ
っ
て
他
の
新
法
青
苗
鏡
の
利
息
と
等
し
く
'
-こ
れ
は
常

時
に
あ
つ
て
は
稀
な
低
金
利
で
あ
っ
た
｡
従
っ
て
そ
れ
が
民
間
金
貸
業
者
を
塵
迫
し
た
こ
と
は
甚
し
く
'
種
々
の
理
由
の
下
に
反
封
が
唱

へ
ら
れ
'

_.5 -

辞
宗
が
投
七
て
背
旗
案
の
天
下
と
な
る
と
全
面
的
に
駿
止
さ
れ
た
が
'
贋
止
直
前
に
お
け
る
貸
付
状
況
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
.

貸

付

戸

数

貸

付

額

(
貫
)

一
'
五
四
〇
'
〇
〇
〇

二
五
､
〇
〇
〇

1
､
七
三
八

三
六
三
(
.八

〇〇一

二
五
'
三
五
旦

望
ハ

六

へ
二
〇

〇一

二
七
'
一
五
旦

二
三
七
〇
㌧

000
｢
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こ
の
表
か
ら
直
ち
に
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
'
そ
の
小
口
貸
出
件
数
が
塵
倒
的
に
多
S
こ
と
で
あ
る
.
卸
も
小
口
貸
出
し
は
金
額
に
お
い
て

7
九
%

を
占
め
る
に
拘
ら
ず
'
そ
の
件
数
に
患
い
て
は
九
三
%
を
占
め
で
ゐ
る
の
で
あ
る
0
.こ
れ
▲に
反
し
大
口
貸
出
し
は
'
件
数
が
僅
か
に
〇
･
二
%
で
あ

り
乍
ら
金
額
の
六
五
%
を
占
め
て
ゐ
る
O
.だ
か
ら

l
方
に
は
二
高
五
千
貫
以
上
の
借
金
王
が
あ
る
か
と
息
べ
ば
'
大
多
数
は
倭
に
十
八
貫
以
下
と
い

ふ
小
額
の
融
資
を
得
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
0
倍
金
の
額
で
そ
の
生
計
を
推
量
す
る
の
は
少
し
く
常
を
得
な
い
が
'
右
の
数
字
は
何
か
し
ら
'
農

村
に
お
け
る
大
地
主
と
貴
腐
と
の
所
有
地
面
積
の
比
例
を
坊
沸
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
.
都
市
に
お
い
て
も
こ
の
頃
は
'
貧
民
の
数
が
甚
だ
多
く
'
そ

の
生
計
が
零
細
化
し
て
ゐ
た
こ
と
が
こ
れ
で
分
る
と
息
ふ
｡
.

市
易
津
は
こ
の
外
に
も
な
は

1
層
零
砕
な
小
額
資
金
貸
付
け
ikJ行
っ
て
ゐ
た
｡
そ
れ
は
晃
子
行

(果
物
屋
)
の
露
店
商
人
や
振
り
軍
り
商
人
に
資

本
を
貸
し
'
相
手
が
純
然
牽
る
無
産
者
で
あ
る
か
ら
'
毎
日
利
息
を
取
立
て
た

(長
撃

一四
〇
ノ
三
)O
後
世
の
例
か
ら
見
る
.と
､
或
弘
は
こ
の
利
息

の
中
に
元
金
も
含
ま
れ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
S
｡

市
易
湊
は
王
安
石
の
他
の
新
法
と
同
じ
や
う
に
'
紳
宗
が
死
ん
で
哲
宗
即
位
の
は
じ
め
t
.菅
法
案
の
天
下
に
な
る
と
間
も
な
-
厳
止
さ
れ
た
の
は

よ
い
が
'
そ
の
貸
出
金
は
そ
の
ま
か
回
収
不
能
に
格
っ
た
ら
し
い
｡
そ
の
裏
に
は
大
口
借
受
者
の
暗
躍
の
あ
っ
喪
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
o
こ
れ

が
馬
に
は
恐
ら
く
多
大
の
軍
資
金
が
ば
ら
ま
か
れ
'
借
り
た
も
の
は
貰
っ
た
も
の
に
な
っ
て
了
つ
た
の
で
あ
ら
う
O
そ
し
七
そ
れ
は
多
数
の
小
額
借

手
の
輿
論
か
ら
で
な
く
'･小
数
の
大
口
借
受
者
の
輿
論
に
動
か
さ
れ
た
こ
と
も
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
O

と
ま
れ
人
民
に
低
利
で
生
業
資
金
を
貸
し
出
す
と
い
ふ
市
易
法
は
中
国
近
世
の
配
合
の
畿
蓮
の

一
旗
鮎
を
な
す
も
の
で
あ
り
'
こ
れ
以
後
の
長
い

歴
史
に
は
反
つ
て
か
う
い
ふ
進
歩
し
た
政
策
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
.
尤

も
た
だ
官
金
を
貸
し
出
す
と
い
ふ
だ
け
な
ら
ば
'
其
後
も
た
え
や

行
は
れ
て
ゐ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
官
銀
利
殖
の
手
段
と
し
て
で
あ
っ
た
｡
元
代
の
王
侯
は
そ
の
掠
奪
な
ど
に
よ
っ
て
獲
た
財
産
を
色
目
人

に
畢
託

し
､
色
目
人
は
こ
れ
を
中
国
人
に
貸
し
っ
け
て
'
い
は
ゆ
る
美
学
の
利
を
と
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
'
元
乗
が
利
殖
の
た
め
で
あ
る
か
ら
そ
の

利
息
は
頗
る
高
く
十
割
以
上
に
上
っ
た
O
尤
も
こ
れ
は
王
侯
の
私
財
の
貸
付
で
遜
る
か
tn
官
銀
と
披
少
し
く
趣
を
異
に
す
る
が
､
倍
わ
る
方
か
ら
息

⊥ 6_



7

れ
ば
ど
ち
ら
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
る
を
O

清
朝
で
は
官
銀
を
特
殊
の
目
的
で
民
間
に
貸
し
っ
け
た
.
結
局
は
利
殖
が
目
的
で
か
る
が
･
そ
れ
些
冗
代
の
や
う
に
王
侯
の
私
欲
か
ら
出
た
も
の

で
な
い
だ
け
に
利
息
も
民
間
に
準
じ
て
定
め
た
ら
し
い
o
こ
れ
を

｢襲
商
生
息
｣
と
辞
し
た
.
乾
隆
中
に
隣
西
甘
帝
の
畢
政
と
な
っ
た
温
汝
迄
は
庚

東
の
人
で
'
擦
過
後
に
要
路
者
に
願
っ
て
'
官
庫
の
銀
入
幕
繭
を
借
り
受
け
'
豪
商
生
息
し
て
水
利
事
業
の
基
金
と
し
た
と
あ
る

(勧
戒
録
蓮
田
)O

な
ほ
官
鉄
を
磨
商
に
貸
付
け
て
利
息
を
産
ま
せ
る
こ
と
も
普
通
に
行
ほ
れ
た
｡

≠

最
も

1
股
に
行
は
れ
て
有
名
な
の
は
建
玉
帝
が
軍
隊
の
窮
乏
に
同
情
し
て
'
各
兵
営
に
恩
賞
銀
雨
を
下
賜
し
.
こ
れ
を
基
金
と
し

てそ
の
利
息
を

兵
丁
の
書
凶
あ
る
際
の
補
助
金
に
用
ひ
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
O
こ
の
銀
雨
の

｢
営
遅
生
息
｣
の
方
法
は
部
隊
長
に

t
任
さ
れ
た
が
'
最
も
済
く
行
は

れ
た
方
津
は
'
商
人
に
貸
つ
け
て
典
営
業

(
質
屋
)
を
皆
ま
せ
'
質
借
り
の
利
息
は
常
時
の
民
間
に
準
じ
て
月
に
三
%
と
L
t
そ
の
収
益
を
質
商
と

兵
営
と
で
山
分
け
花
す
る
.こ
と
に
落
つ
い
た
や
う
で
あ
る
O

零
砕
息
生
業
資
本
の
貸
出
し
蜂
'
･近
世
の
中
国
に
於
S
て
強
く
要
求
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
o
こ
の
要
求
に
魔
ず
る
の
が
典
常
葉

の
豪

速
で
魯
る

が
'
抵
富
の
な
い
負
属
の
た
め
に
･
す
っ
と
後
世
に
在
っ
て
印
局
子
と
い
Iふ
も
の
が
出
奔
た
O
こ
れ
は
保
定
人
の
仲
介
に
よ
っ
て
'
棄
民
が
印
局
号

か
ら
無
捧
保
や
金
を
借
り
'
毎
月

一
割
三
分
づ
つ
を
返
却
し
て
'
十
月
で
元
利
を
返
済
す
る
方
津
で
あ
る
O
も
し
こ
の
中

l
軌
を
冗
金
返
済
と
見
な

し
て
暫
く
除
外
す
る
と
'
そ
の
利
息
は
最
初
の
月
は
三
分
に
過
ぎ
な
い
が
最
後
の
月
竺

二
割
と
な
る
か
ら
'
車

均
し
て
十
個
月
に
八
割
の
高
利
と
怒

る
･
印
子
鏡
の
起
源
は
明
か
で
な
い
が
･
清
の
薙
正
年
間
･
直
隷
省
･
斯
江
省
で
印
子
錦
･
印
鏡
な
ど
の
高
利
貸
伊
行
は
れ
た
と
い
ふ
か
ら
清
朝
の

●
●
●

●
●

▲▼

初
期
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う

(疎
批
諭
旨
･
李
推
鈎
･
甘
圃
杢
)0

清
末
光
緒
年
間
に
'
印
子
鏡
が
あ
ま
旦
尚
利
や
あ
り
す
ぎ
る
の
で
､
揚
州
の
慈
善
家
が
倍
鏡
局
と
い
ふ
も
の
を
設
け
た
｡
こ
れ
は
八
百
文
乃
室
五

千
文
の
生
業
資
金
を
貧
民
に
貸
し
'
五
日
庵
に
二
十
分
の

一
づ
つ
を
返
さ
せ
て
百
日
で
満
了
す
る
が
利
子
を
取
ら
な
い
.
従

っ
て
頗
る
好
評
を
博
し

て
三
年
願
に
′貸
付
を
う
汐
た
も
の
が
二
千
四
百
戸
に
上
つ
液
と
5
ふ
か
ら
'
如
何
に
こ

の
種
の
零
砕
生
菜
姿
金
の
婁
求
が
嶺
か
づ
た
か
が
分
る

(働

_ 7-



a.

戒
錬
選
雀
田
)D
金
利
が

1
股
に
高
率
で
あ
る
こ
と
は
'
上
述
の
如
く
貸
付
が
零
樺
で
あ
-
､
且
つ
短
親
で
あ
る
と
S
ふ
形
式
的
な
面
か
ら
滝

1
単

の

理
由
が
説
明
さ
れ
る
｡

､

夷

代
に
あ
つ
て
は
民
間
の
利
率
は

1
事
十
割
を
普
通
と
し
た
O
こ
れ
は
北
乗

一
代
を
通
じ
て
云
へ
る
こ
と
で
あ
っ
て
'
太
宗
の
太
平
輿
囲
七
年
六

月
'
富
民
が
借
稀

(
十
割
)
以
上
の
利
率
で
金
を
貸
し
て
は
怒
ら
ぬ
と
い
ぶ
禁
令
が
出
て
居
わ

(長
撃

三

ノ
九
)'
北
宋
末
期
の
穆
毎
山

(
時
)
も
'

民
間
の
利
率
也
安
く
て
五

･
七
割
･
多
け
れ
ば
倍

(
十
割
)
だ
と
云
っ
て
ゐ
る

(
三
朝
名
臣
言
行
録
ガ
ノ
二
･
三
安
石
)0

面
白
い
の
は
道
楽
息
子
が
親
父
を
質
に
入
れ
て
金
を
借
り
る
こ
.と
で
'
父
が
息
を
払
き
と
る

(鐘
聾
鴇
絶
)
の
を
元
利
返
済
の
期
限
と
す
る

(友
食
談
賛
).
元
代
で
は
こ
れ
を
爺
死
後
取
と
云
払
'

一
雨
の
借
金
に
十
両
の
諾
文
を
い
れ
た
O

●

元
代
の
金
利
は
法
令
で
'
利
息
墜
冗
金
を
越
え
て
は
な
ら
ぬ

1
本

1
利
の
制
が
あ
り
'
月
息
が
三
%
と
公
定
さ
れ
た
が
も
と
よ
り
其
ま
ま
行
は
れ
.

た
と
は
息

へ
な
S

(元
典
章
二
七
)
.

.
し
か
し
そ
れ
は
原
則
と
し
て
は
後
世
に
も
婿
襲
さ
れ
た
や
う
で
あ
る
O

三

都

市

の

階

級

北
采
と
い
ふ
時
代
は
飴
程
自
由
な
時
代
で
'
自
由
に
物
を
考

へ
'
自
由
に
物
を
言
ふ
こ
と
の
出
乗
る
時
代
で
あ
っ
舞
ら
し
い
.
農
村
の
大
地
主
は

役
の
た
め
に
没
落
し
っ
つ
あ
つ
た
が
'
し
か
し
役
に
愉
ま
さ
れ
る
の
は
小

･
自
作
農
で
は
な
か
っ
た
し
'
ま
た
没
落
し
か
け
た
地
主
層
も
草
間
し
て

官
僚
士
大
夫
に
韓
身
す
る
こ
と
が
出
釆
た
O
蘇
轍
の
言
に
'
｢
今
の
農
工
商
の
家
は
'
殆
ん
ど
凡
て
が
香
美
を
す
て
て
講
書
人
に
な
ゎ
つ
つ
あ
る
O｣

と
あ
る
が

(長
編
拾
補
四
ノ
f
)'
こ
れ
は

T
t方
か
ら
言

へ
ば
官
界
に
絶

え
ず
新
鮮
の
索
分
を
注
入
し
て
'
地
方
入
居
の
生
活
問
題
を
参
る
軽
度
ま
で

朝
廷
の
輿
論
に
反
映
さ
せ
る
JU
と
も
出
奔
た
の
で
あ
っ
た
.
阜

こ
に
重
安
石
の
新
法
の
や
う
な
劃
期
的
政
策
の
行
は
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
｡

と
こ
ろ
が
北
采
も
末
年
に
な
る
と
中
国
の
配
合
は
階
級
が
固
定
化
し
て
釆
た
｡
発
づ
官
僚
階
級
の
膨
脹
が
あ
る
程
度
に
連
す
る
と
t
Jこ
れ
以
上
に

～ 8 -
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新

し
い
分
子
を
包
括
し
て
ゆ
く
こ
と
を
拒
否
す
る
傾
向
を
生
じ
た
｡.
官
僚
は
世
勢
的
に
由
定
し
た
が
る
特
衛
階
級
と
な
っ
た
｡
教
に
こ
の
官
僚
は

_

■

土
地
に
投
資
し
て
地
主
化
し
潅
O
最
後
に
は
官
僚
的
な
大
地
主
に
塵
迫
さ
れ
て
'
小
自
作
農
ま
で
が
存
立
を
脅
か
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
.
こ
れ
は

北
宋
中
期
か
ら
生
じ
た
傾
向
で
南
采
時
代
に
入
る
と
S
よ
い
よ
顕
著
に
硯
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
O

同
じ
現
象
は
都
合
属
の
間
に
も
起
つ
-た
ら
し
い
O
即
ち
北
采
前
期
の
国
都
に
於
い
て
'
都
民
の
財
産
は
十
第
以
上
の
も
の
は
比
々
皐
U
で
み
な
然

り
t
と
S
ふ
状
態
か
ら
'
貧
富
の
懸
華

か
甚
し
く
な
っ
て
'
は
っ
き
り
し
衷
貧
富
の
階
層
に
二
分
さ
れ
る
傾
向
を
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
金

銭
貸
借
の
上
か
ら
云
へ
ば
'
金
を
借
り
渇
こ
と
が
む
づ
か
し
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
1
種
の
新
し
S
貸
借
様
式
が
流
行
し
出

し
た
.
そ
れ
は
資
本
家
が
専
業
率
に
生
業
資
本
を
借
し
っ
け
る
と
'
む
の
事
業
に
よ
っ
て
得
た
収
益
を
折
半
し
て
半
分
を
収
め
る
や
り
方
で
あ
る
.

●
●

常
時
こ
れ
を
行
鏡
と
辞
し
た
O
こ
れ
は
地
主
と
小
作
人
と
の
間
に
普
通
に
行
は
れ
た
習
慣
を
そ
の
ま
ま
金
銀
貸
借
の
Jl
に
持
ち
こ
ん
だ
も
の
に
過
ぎ

な
い
で
あ
ら
う
.

清
尊
録
と
い
ふ
随
筆
に
哲
宗
末
年
の
こ
と
と
し
て
次
の
や
う
な
物
語
を
載
せ
て
ゐ
る
O
京
師
で

1
流
の
資
産
家
で
あ
る
張
姓
の
青
年
が
あ
っ
允
.

●
●

あ
る
日
'
そ
ーの
行
鐙
の
家
で
あ
る
孫
助
教
の
許
に
立
寄
っ
た
O
常
時
資
本
家
の
行
鏡
に
封
す
る
は
'
主
人
と
部
曲
と
の
関
係
の
や
う
で
'
資
本
家
が

/

行
鏡
の
家

へ
行
く
と
'
符
別
の
座
席
を
設
け
て
酒
を
勤
め
t.
妻
や
娘
が
出
て
来
て
取
り
も
ち
を
す
る
,.

(
こ
れ
は
中
国
に
患
い
て
は
よ
ほ
ど
稀
な
場

I

合
で
あ
る
)
o家
の
主
人
堅

且
つ
窄
ま
ま
で
客
に
向
払
'
再
三
強
い
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
座
に
つ
か
な
い
O

こ
の
時
も
孫
助
教
は
輩
姓
を
も

て
な

し
･
未
婚
の
娘
を
呼
び
出
し
て
酒
を
勧
め
さ
せ
k
o
そ
れ
が
絶
世
の
美
人
で
あ
っ
A
.か
ら
張
姓
は
う
つ
と
皇

し
計

座
蒜

楯
を
申
こ
ん
だ
が
･
T

●
●

●

●
●

孫
助
教
は
目
を
丸
く
し
て
こ
と
わ
つ
た

o
｢
と
ん
で
も
な
い
O
私
は
あ
な
た
の
豪
級
.で
あ
る
.
奴
が
･郎
主
の
男
に
な
る
な
ん
て
'
近
所
の
人
が
聞
い

た
ら
笑
払
ま
せ
う
｡｣
し
か
し
覗
姓
は
無
塩
に
孫
助
教
に
承
諾
さ
せ
'
約
束
の
し
る
L
に
腕
輪
を
残
し
て
去
っ
た
.

近
所
の
人
々
は
そ
れ
を
聞
き
つ

け
て
祝
儀
に
来
た
｡

｢
あ
な
た
の
お
嬢
さ
ん
が
'
百
幕
貫
の
金
持
の
奥
方
に
な
ら
れ
る
壱
敗
訴
に
お
め
で
た
い
o
L

こ
の
両
者
の
関
係
は
単
な
る
金
銭
の
貸
借
に
す
ぎ
な
S
o
孫
助
教
と
い
ふ
の
も
t
.助
教
は
常
時
多
く
金
を
出
し
て
政
府
か
ち
蔦
ふ
官
位
の
肩
書
で

9 _



畑

あ
つ
た
か
ら
'
昔
て
は
相
常
の
暮
し
を
し
て
ゐ
た
者
に
相
違
な
い
9
正
に
張
姓
が
云
つ
た
や
う
に
､

｢
な
に
薯
故
は
近
頃
金
ま
わ
り
が
悉
く
な
っ
た

だ
け
の
こ
と
だ
'
決
し
て
私
は
普
段
を
奴
硯
す
る
や
う
な
こ
と
は
あ
わ
ま
せ
ん
.
｣

そ
の
通
わ
な
の
で
あ
る
.

し
か
し
生
業
資
本
を
相
手
に
所
有
さ

れ
'
そ
れ
を
取
上
げ
ら
れ
ば
直
ち
に
衣
食
に
窮
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
'
自
然
奴
隷
の
や
う
に
卑
屈
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
k
o

元
代
に
は
政
府
が
貿
易
商
に
･,*
本
を
貸
し
'
航
海
し
て
頗
る
と
'
そ
の
利
益
を
官
七
属
三
の
割
合
で
分
配
し
た
こ
と
が
あ
り

(金
貨
志
市
舶
)'
良

問
資
本
家
が
金
を
出
し
'
事
業
家
と
そ
の
利
益
を
山
分
け
に
す
る
と
い
ふ
や
ゎ
方
は
其
後
も
､
す
っ
と
後
世
ま
で
行
偲
れ
て
'
こ
れ
を

｢
照
利
均
分
｣

と
か
'

｢
平
分
春
色
｣
と
か
云
つ
華
｡
そ
の
確
嘗
な
例
と
し
て
は
清
朝
の
薙
正
年
間
'
准
開
監
督
の
慶
元
な
る
者
が
､
銀
古
希
雨
を
塵
商
程
樹
鬼
に

貸
し
輿

へ
て
'
利
息
を
分
半
し
た
こ
と
が
奉
げ
ら
れ
る

(薙
正
株
批
諭
旨
'
茸
柄
)
0

)

上
述
の
中
か
ら
二
つ
の
注
意
す
べ
き
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
息
ふ
.
第

7
は
姿
本
と
経
営
と
の
分
離
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
資
本
の
大
き
さ
に
も
関
係

す
る
こ
と
で
あ
っ
て
'
所
有
主
白
身
が
経
営
す
る
能
力
の
限
度
以
上
に
資
本
が
蓄
積
さ
れ
た
時
に
起
る
現
象
で
あ
る
.
或
は
社
食
が
複
雑
と
な
っ
て

経
営
に
は
特
殊
な
技
能
が
必
要
と
な
り
'
資
本
所
有
者
白
身
が
事
業
を
行
ふ
よ
り
も
'
他
人
に
委
託
し
て
経
営
さ
せ
た
方
が
よ
り
確
賢
で
あ
る
′と
S

ふ
際
に
行
は
れ
る
.
何
れ
に
せ
よ
姿
本
と
経
皆
と
の
分
離
は
あ
る
軽
度
'
社
食
の
畿
連
を
示
す
棟
準
と
見
て
も
よ
S
o
そ
れ
は
配
合
的
分
業
の
7
つ

の
面
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

第
二
に
は
生
業
資
本
の
貸
借
は
貸
し
主
と
借
り
手
と
の
間
に
兎
角
隷
属
関
係
む
生
じ
易
い
こ
と
で
あ
る
O
概
し
て
生
業
姿
本
の
貸
借
が
長
矧
に
及

ぶ
時
に
こ
の
現
象
が
畿
生
す
る
.
考

へ
て
見
れ
ば
貸
主
も
借
り
手
と
同
じ
や
う
に
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
今
th
の
考

I
か
ら
す
れ
ば
封
等
の
関
係
で
少
し
も
差
竜

へ
な
S
筈
で
あ
る
O
そ
れ
が

1
方
が
融
合
的
優
位
に
立
つ
の
は
'
要
す
る
に
需
要
と
供
給
と
の
関
係
が
さ

さ

さ
せ
る
の
で
あ
る
｡
貸
す
希
望
者
よ
り
も
借
わ
た
い
希
宴
者
が
多
け
れ
ば
勢
払
借
か
手
が
卑
屈
.k
な
る
の
は
己
む
を
得
な
い
.
金
利
が
著
し
く
高

率
で
あ
る
こ
と
が
'
常
襲
供
給
の
比
率
を
裏
書
き
す
る
で
あ
ら
う
.
然
ら
ば
何
故
ぬ
借
り
手
が
多
S
か
の
問
題
が
生
す
る
が
'
こ
れ
は
冒
頭
で
述
'̂(

充
や
う
に
'
農
村
の
人
口
の
蛮
力
が
都
合
に
影
響
を
及
し
て
'
失
業
者
が
都
合
に
流
れ
こ
む
鷹
巣
に
外
な
ら
な
S
.
こ
れ
は
農
村
の
濃
紫
'
麿
済
力

- 10



の
廓

市
集
中
で
あ
る
が
'
葉
木
に
飛
躍
的
な
畿
展
の
な
5
時
'
日
に
増
大
す
る
無
職
者
の
群
は
金
利
を
昂
騰
さ
せ
る
と
英
に
'
借
り
手
を
甚
し
く
卑

/I

屈
に
す
る
｡
而
し
て
金
利
の
高
率
な
こ
と
は
貸
し
主
に
一
見
有
利
な
や
う
に
見
え
る
が
'
同
時
に
こ
れ
は
甚
だ
回
収
率
の
危
険
な
こ
と
‥を
瞥
普
す

る
O
こ
の
こ
と
が
益
ゝ

金
利
里
向
め
る
と
共
に
'
貸
し
た
後
で
も
た
え
す
そ
の
上
に
支
配
力
を
及
ぼ
す
に
努
め
し
め
る
の
で
あ
る
.

誓
際
に
無
産
者
に
と
っ
て
生
業
資
本
の
貸
し
主
を
求
め
る
こ
と
は
む
づ
か
し
S
こ
と
で
あ
っ
た
.
も

し
う
ま
く
貸
し
主
が
見
つ
か
る
と
tw
U
れ
を

財
主
の
提
技
と
云
っ
た
o
捷
技
は
官
界
で
も
用
払
ら
れ
る
言
葉
で
'
ひ
き
た
て
む
蒙
る
意
味
で
あ
る
｡
相
手
が
財
主
な
ら
ば
こ
ち
ら
は
嘗
然
奴
僕
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.
但
し
都
合
に
洩
け
る
資
本
の
貸
し
主
と
借
り
手
の
間
の
隷
属
関
係
は
港
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
庭

ゐ
な
S
や
う
で
あ
る
0
し

か
し
債
按
の
不
履
行
は
'
家
族
或
は
白
身
を
要
っ
て
奴
隷
と
な
る
ま
で
連
行
さ
せ
ら
れ
る
.
両
者
間
の
隷
廃
関
係
は
か
う
S
ふ
潜
在
的
な
津
規
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
｡

こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
'
都
市
に
お
け
る
金
貸
し
と
借
り
手
の
隷
属
関
係
は
'
農
村
に
お
け
る
地
主
と
佃
戸
と
の
関
係
を
反
映
さ
せ
て
ゐ
る
と
息

は
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
地
主
と
佃
戸
と
の
関
係
は
采
元
代
に
は
潜
律
の
暁
文
に
よ
っ
て
判
然
と
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
｡
し
か
も
そ
れ
が
北
采
時

代
を
出
澄
鮎
と
し
て
段

.々隷
属
度
を
加
へ
て
ゆ
く
と
い
ふ
時
代
遊
行
現
象
が
見
ら
れ
る
.
こ
れ
は
中
国
近
世
史
を
理
解
す
る
上
Ⅶ
ぉ
S
て
重
要
な
専

管
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
即
ち
北
宋
後
期
元
商
五
年
七
月
牽
布
の
軟
は
'
地
主
が
佃
戸
を
蔽
っ
て
死
に
室
ら
し
め
た
時
は
'
華
人
に
封
す
る

.よ
り
も

1
等
を
減
じ
'
南
末
の
初
紹
興
年
間
の
敬
は
更
に

一
等
を
滅
す
る
と
+
)を
規
定
し
て
ゐ
る
-(
長
帝
四
四
五
'
葉
年
婁
錬
七
五
)｡
中
国
に
お
S
で

は
身
分
関
係
は
刑
綾
の
形
で
規
定
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
O
元
代
に
な
る
と
'
大
穂
六
年
七
月
の
判
決
例
で
は
'
＼同
じ
こ
と
を
'
自
由
民
が
他
人

の
奴
隷
を
擬
死
せ
し
め
た
場
合
に
準
じ
て
'
枚

1
百
七
で
す
ま
せ
て
ゐ
る
0
自
由
民
が
他
人
の
奴
隷
む
殺
し
た
時
は
平
人
よ
旦

1等
を
減
す
る
原
則

で

旗
棒
の
文
面
で
は
徒
四
年
叉
は
五
年
の
筈
で
あ
る
が
'
賓
際
に
は
枚
膏
七
で
決
断
す
る
例
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
元
典
章
巻
四
十
二
に
見
ゆ
る

肝
で
あ
る
が
.
そ
の
時
山
南
江
北
道
廉
訪
司
の
言
葉
と
し
て
'

｢宋
堅

剛
収
地
主
が
生
殺
の
樺
を
握
り
'
佃
戸
か
視
る
こ
と
草
芥
に
着
か
ず
二
光
代

滋

収
入
つ
て
か
ら
少
し
く
攻
ま
つ
空

と
怒
っ
て
ゐ
る
が
､
こ
空

屋

割

.引
き
し
て
働
く
必
濠
が
あ
蕎

1

/
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ll

●
●

●
●

明
得
に
は
佃
戸
の
現
定
が
な
い
.
恐
ら
く
J
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
雇
工
の
規
定
か
あ
る
｡
雇
工
と
は
臨
時
の
雇
払
人
た
る
雇
情
人
に
艶
し
て
､

禽
雇
ひ
の
下
男
下
女
で
あ
ゎ
､
契
約
書
の
有
無
に
拘
ら
ず
'
主
人
と
同
居
し
て
し
か
も
起
居
飲
食
を
共
に
せ
ざ
る
者
と
規
定
さ
れ
る

(刑
貴
賓
略
'
尿

●
●

●
●

酸
).
明
律
国
字
解
に
よ
る
と
'
妖
婦
と
い
ぶ
の
は
宮
人
だ
け
が
所
有
し
得
る
も
の
で
'
平
人
は
た
だ
雇
工
を
傭
ふ
こ
と
が
拭
乗
る
だ
け
だ
と
S
ふ
か

●
●

ら
'
明
律
に
云
ふ
所
の
雇
工
と
は
'
俗
に
云
ふ
所
の
奴
碑
'
優
僕
な
ど
に
常
る
も
の
と
見
て
よ
.い

(巻
八
謀
反
大
藩
)O
が
さ
て
明
律
に
上
る
と
雇
工
人
-

が
家
長
を
殴
っ
た
時
は
枚
盲
従
三
年
で
P
,平
八
の
場
合
よ
わ
も
重
き
こ
と
賓
に
十
三
等
'
逆
に
家
溝
が
雇
工
人
を
殴
っ
て
傷
け
た
時
は
平
人
よ
れ
も

主

等
を
滅
ぜ
ら
れ
る
0
も
し
こ
れ
が
賞
の
奴
稗
で
あ
る
場
合
は
'
家
長
を
殴
つ
た
だ
抄
で
斬
罪
'
平
人
に
加
ぶ
る
こ
と
鷺
に
十
八
等
'
逆
に
家
長
は

妖
婦
を
駿
つ
て
も
罪
に
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
'
殴
殺
に
至
っ
て
始
め
て
杖
六
十

･
徒

7
年
で
あ
る
か
ら
'
平
人
に
減
す
る
と
と
八
等
で
あ
る
.
檀

し
hJ
の
妖
婦
も
そ
の
家
長
や
家
長
の
親
戚
に
封
し
て
著
し
く
身
分
が
低
い
だ
け
で
'

一
般
融
合
に
封
し
て
は
相
常
の
人
格
を
認
め
ら
れ
る
O
た
と
へ

は
他
人
の
妖
婦
を
殿
傷
し
た
場
合
は
平
人
よ
わ
も

1.
等
を
減
ぜ
ら
れ
る
が
'
死
に
重
ら
し
め
た
時
は
絞
罪
と
な
っ
て
減
刑
さ
れ
な
い
O
か
う
い
ふ
個

人
の
身
分
関
係
を
重
税
す
る
の
が
明
律
の
特
色
で
あ
る
が
､
さ
て
佃
戸
は
ど
の
や
う
に
取
扱
は
れ
た
か
明
文
が
な
い
.
し
か
し
開
駿
の
際
に
平
等
に

扱
は
れ
た
と
し
て
も
'
決
し
て
嘗
際
に
彼
等
の
人
格
が
尊
重
さ
れ
た
こ
と
北
は
な
る
ま
い
と
思
は
れ
る
O
律
の
精
神
は
精
神
と
し
て
撃

芸

意
義
を

も
つ
が
'
刑
の
適
用
は
地
方
官
の
手
心
で
如
何
や
う
紅
も
上
下
す
.る
こ
と
が
出
釆
る
O
佃
戸
の
地
代
不
沸
弘
に
射
し
て
官
憲
が
干
渉
を
加

へ
'
白
身

1

や
妻
子
が
身
を
膏
っ
て
雇
工
に
な
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
所
に
'
重
大
な
封
建
的
性
格
が
残
っ
て
ゐ
る
0

､

乃M山

清
朝
に
入
っ
て
も
同
様
な
状
態
で
あ
っ
た
O
あ
る
佃
戸
が
地
代
を
滞
納
し
た
の
で
､
地
主
は
こ
れ
を
官
に
遮
っ
て
さ
ま
ざ
ま
拷
問
を
加

へ
た

の

で
'
佃
戸
は
娘
を
要
っ
て
足
ら
ず
'
妻
を
賓
っ
て
漸
く
完
納
し
た
が
t
､土
地
か
ら
追
払
線
は
れ
'
結
局
容
賊
の
仲
間

に
入
つ
た
と
い
ふ
話
が
あ
る

(太
上
賓
筏
圏
詮
'
苛
富
市
轟
)O

瓢
市
に
お
け
る
貧
民
も
同
棲
.に
'
潅
律
で
は
自
由
民
た
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
も
'ノ
雲

や
そ
の
日
由
を
失
弘
は
せ
頑
か
と
脅
か
さ
れ
て
ゐ
る
茸

状
で
あ
っ
た
｡

そ
の
生
活
が
い
か
に
零
細
な
こ
と
か
.

｢
資
本
は
j
･
二
貫
に
す
ぎ
サ
'
待
養
或
堅

二
･
五
口
二

日
休
め
ば

7
日
食

へ
な
S
J
と

- 12-
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フ
_,
ウ
リ

S
ふ
膚
桃

の
徒
が
あ
る

(指
家
緒
言
輝
義
)o
身
を
要
る
瀬
戸
際
に
念
仏
つ
め
ら
れ
た

1
人
の
女
の
願
仏
は
僅
か
に
二
十
金
を
獲
る
こ
と
で
庵
り

｢
そ

の
中
の
敷
金
で
新
米
を
貨
ひ
･
十
敷
金
を
箪
本
に
金
貸
し
を
L
t
か
れ
に
針
仕
事
の
手
間
賃
を
邦

へ
れ
ば
何
と
か
し
て
や
つ
て
ゆ
け
る
｣
と
い
ふ
に

あ
っ
た

(勧
戒
線
選
五
).
姿
本
十
数
回
の
金
貸
し
ア
ル
バ
イ
ト
が
成
立
つ
の
で
あ
る
O

こ
の
世
相
を
知
ら
ぬ
と
'
僅
か
数
園
の
息
は
ぬ
損
失
か
ら
首

を
吊
っ
た
ゎ
'
河
に
身
投
げ
す
る
話
の
意
味
が
了
解
出
釆
な
い
で
あ
ら
う
O
零
砕
な
買
賓
が
行
は
れ
る
こ
と
は
同
時
に
消
費
の
奉

砕
畢

こ
と
を
示

し
'
従
っ
て
零
砕
な
大
衆
の
存
在
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
'
こ
の
零
砕
な
商
品
の
代
償
は
決
し
て
法
外
の
手
数
料
を
と
っ
て
ゐ
な
い
こ
と
は
'
我

芸

中
讐

崖
遥

服
す
る
｡
と
で
雪

.
努
力
が
殆
ん
ど
無
償
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
と

し
て
捷
供
さ
等

所
空

零
細
喜

美
の
成
上湾

禁

あ
る
ら

し
S
.

し
か
し
こ
ん
な
餐
困
大
衆
の
存
在
は
'
都
市
生
活
を
た
へ
ず
不
安
な
も
の
に
す
る
原
因
で
も
あ
る
.

1
た
び
内
観
な
ど
で
人
心
が
動
捧
す

る
と

｢
貴
著
は
童
に
歎
じ
'
富
者
は
門
に
憂

へ
'
費
に
し
て
強
き
者
は
這
望
貴
ぶ
｣
の
で
あ
る

(金
壷
遊
轟
巻
1
).
太
平
天
国
の
乳
が
江
蘇
地
方
に
及
ん

だ
時
'
郷
村
で
は
塵
ゝ
行
き
す
ぎ
る
程
の
白
衛
が
行
は
れ
た
に
拘
ら
ず
'
大
都
市
は
反
っ
て
内
部
か
ら
崩
壊
し
'

｢
蘇
州
の
犬
は
内
証
で
あ
っ
て
外

患
か
ら
で
は
な
い
｣
と
歎
ぜ
し
め
た
専
管
は
'
中
国
の
内
乱
の
性
質
に
つ
い
で
示
唆
す
る
所
が
多
い

(
金
壷
遊
星
巻
四
).

- 13

普
通
に
中
国
近
世
の
社
食
は
貴
官
の
僧
級
が
判
然
と
二
つ
に
分
れ
て
支
配

･
被
支
配
の
封
立
に
あ
i
hP
中
流
階
巌
が
な
い
と
云
は
れ
る
.
こ
れ
は

■

或
る
鮎
で
は
事
鷺
で
あ
る
が
'
し
か
し
仔
細
に
親
祭
す
れ
ば
矢
張
り
そ
こ
竺

種
の
中
流
階
級
が
あ
っ
て
'
･そ
の
敦
は
少
S
な
が
ら
も
ト
反
っ
て
署

要
な
役
割
を
果
し
て
ゐ
る
の
を
無
税
出
釆
な
S
｡
た
と
へ
ば
生
業
資
本
の
貸
借
が
行
は
れ
る
時
'
借
り
や
う
に
よ
っ
て
は
'
借
わ
手
は
最
早
や
単
な

る
無
塵
者
で
は
な
く
な
っ
て
ゐ
る
.

市
易
津
の
例
で
見
て
も
二
高
貴
の
借
わ
手
は
堂
々
た
る
寄
集
家
で
あ
る
｡

空
地
貸
借
の
場
合
も
同
様
な
こ
と
.が

W

云
へ
る
｡
佃
戸
が
そ
の
日
暮
し
の
貧
乏
人
で
あ
る
場
合
'
そ
れ
は
単
な
る
労
働
者
に
す
ぎ
な
い
o
L
か
し
そ
れ
が
小
作
頭
と
も
な
れ
ば
話
は
違
っ
て

●
●

●
●

乗
る
.
地
主
は
概
ね
都
合
に
居
を
持
つ
が
'
所
有
地
が
あ
ま
畑
に
遠
隔
な
嘘
令
に
は
こ
れ
を
寄
在
と
解
し
'
そ
こ
に
代
理
人
'
荘
頭
を
層
か
な
廿
れ



払

ば
な
ら
な
i
.

政
府

へ
租
,#
を
恥
め
'
小
作
人
を
監
督
す
る
た
め

で
あ
る
b
そ
れ
が
地
主
の
奴
僕
で
あ
る
場
合
も
あ
り
'
佃
戸
の
7
人
で
あ
る
場
合

も
あ
ら
う
｡
元
代
に
は
王
公
大
官
が
権
力
で
入
手
し
た
贋
大
在
土
地
所
有
が
行
は
れ
'
皆
幹
'
或
は
管
荘
田
人
な
る
代
理
人
を
し
て
監
督
さ
せ
た
｡

橡
江
の
曹
夢
炎
の
父
は
采
末
の
皇
族
宿
主
の
管
荘
田
人
で
あ
っ
て
大
S
に
財
を
棲
み
､
そ
の
子
夢
炎
の
代
に
富
蟹
子
と
稗
せ
ら
れ
る
大
富
豪
に
な
っ

た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る

(農
田
僚
静
)o
明
津
に
至
っ
て
地
主
の
外
に
土
地
経
営
権
が
認
め
ら
れ
て
､
佃
戸
と
の
間
に
中
間
搾
取
著
せ
し
て
小
租

主
な
る
も
の
の
存
在
が
公
認
さ
れ
て
ゐ
る
地
方
が
あ
る
｡

と
ま
れ
無
塵
者
が
財
政
的
に
身
生

血
て
る
に
は
'
地
主
或
は
金
持
ち
の
使
用
人
と
な
っ
て
'
そ
の
経
営
に
参
加
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
.
地

●
●

主
の
小
作
頭
と
か
'
或
は
金
持
ち
の
経
営
槍
任
者
た
る
移
計
と
か
は
生
業
資
本
の
借
り
手
の
立
場
に
立
ち
乍
ら
最
も
蓄
財
の
横
倉
に
凄
ま
れ
る
O
彼

●
●

●
●

等
は
恐
ら
く
明
津
律
に
S
ふ
雇
工
の
取
扱
ひ
を
受
け
た
と
息
は
れ
る
が
'
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
金
を
儲
け
る

(牽
跡
叉
は
蓉
財
)
の
機
骨
は
彼
等
に
多

か
つ
た
｡

資
本
と
経
営
と
の
分
離
傾
向
'
少
く
も
分
離
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
こ
こ
に
講
書
人
階
級
を
豪
速
せ
し
め
る
地
盤
を
捷
供
し
た
｡
子
弟
を
六

歳
頃
よ
り
教
育
し
て
古
典
を
習
は
せ
'
科
挙
に
専
心
せ
し
め
る
た
め
に
は
'
自
ら
そ
の
資
本
を
蓮
醇
す
る
こ
と
を
断
念
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

金
銀
は
他
に
貸
付
け
て
利
息
を
生
ま
せ
'
土
地
は
佃
戸
に
二

任
す
る
｡
こ
の
ヰ
'
金
銀
の
貸
付
け
は
危
険
が
多
-
て
回
収
不
能
に
陥
る
廃
れ
の
多
い

の
が
常
識
や
あ
っ
た
｡
併
し
土
地
は
比
較
的
安
全
率
が
高
い
と
は
云
ふ
も
の
の
'
な
は
虞
と

そ
の
危
険
が
指
摘
ぶ
れ
る
O
乾
隆
時
代
漸
江
の
富
豪
は

越
氏
が
第

1
で
あ
っ
た
.
簾
く
質
屋
を
開
S
て
蘇
州
槍
江
等
に
十
飴
慶
も
あ
わ
'
八
人
の
子
に
そ
れ
を
分
割
相
嬢
さ
せ
た
が
'

7
人
分
が
銀
二
十
飴

葦
帝
で
あ
っ
た
o
L
か
し
彼
等
は
何
れ
も
官
吏
と
な
っ
て
任
地
を
時
々
L
tハ
家
業
を
他
人
に
任
せ
'
そ
の
生
活
も
奪
惨
に
赴
S
た
の
で
'
曾
孫
の
代

に
は
見
る
影
も
な
く
落
ち
ぶ
れ
て
了
つ
た
｡
嘉
慶

･
造
光
以
来
は
屠
商
の
許
氏
､
農
業
の
薄
氏
が
有
名
で
家
産
各
百
第
と
稀
せ
ら
れ
た
｡
薄
氏
の
子

＼l

弟
は
都
督
に
移
住
し
て
文
化
生
活
に
憧
れ
､
交
渉
を
廉
く
し
た
結
果
'
三
十
年
た
潅
ぬ
ま
に
孫
共
が
す
っ
か
り
田
舎
の
田
塵
を
す
わ
へ
ら
し
て
了
つ

た
O
反
っ
て
塵
商
の
許
氏
は
子
孫
が
よ
く
業
を
つ
い
で
漕
末
ま
で
百
年
間
も
華
ち
七

草へ
る
こ
と
が
出
奔
た
と
云
ふ

(勧
涙
鉄
選
七
).
箪
本
家
に
は

14
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ま
た
資
本
家
の
悩
み
が
あ
っ
て
'
財
産
が
子
絡
め
間
に
分
割
さ
れ
零
砕
化
し
て
ゆ
く
外
に
､
土
地
も
金
銀
も
貸
し
何
れ
に
な
る
危
険
が
多
か
つ
た
の

●
●

で
あ
る
.
い
は
ゆ
る
畿
跡
は
'
経
営
緒
富
者
が
正
常
な
利
益
を
獲
得
す
る
外
に
主
家
の
財
産
を
誤
魔
化
し
た
結
果
に
ょ
る
も
の
が
多
か
っ
喪
の
で
は

な
S
か
と
息
は
れ
る
O
南
采
臥
釆
江
蘇
地
方
の
畢
校
が
そ
の
畢
田
の
所
在
と
面
積
と
を
石
碑
に
刻
し
て
立
て
た
の
は
'
佃
戸
に
横
領
さ
れ
な
S
た
め

で
あ
り
'
さ
れ
ば
田
毎
に
そ
の
佃
戸
の
名
前
を
も
石
に
刻
む
つ
け
て
ゐ
る
O
官
有
地
は
特
に
借
か
た
ま
ま
薯
は
れ
る
危
険
が
多
く
'
そ
れ
が
近
世
大

土
地
所
有
畿
生
の
1
因
で
あ
る
が
'
民
地
で
も
同
様
で
'
明
代
の
帯
に

｢
久
佃
成
莱

-
永
年
の
小
作
田
払
自
然
に
所
有
地
に
な
る
｣
と
い
ふ
の
が
あ

る

(天
下
郡
国
制
病
章
九
三
薄
州
田
妖
)O
金
銀
の
貸
借
に
於
S
て
も
全
く
同
じ
状
態
で
'
こ
の
贋
営
者
側
の
不
信
と
'
こ
れ

に
封
す
る
姿
本
家
側

の
猪

疑
と
が
'
も
つ
と
労
金
な
資
本
と
経
営
と
の
分
離
､
た
と
へ
ば
株
卦
に
よ
る
企
薬
の
如
き
も
の
の
畿
達
を
阻
ん
だ
鮎
は
見
逃
せ
怒
5
.

7
角
の
財
産
を
た
め
た
上
は
'
子
孫
を
教
育
し
て
科
挙
に
通
過
さ
せ
'
立
派
な
士
大
夫
と
な
旦
帝
位
高
官
に
上
ら
せ
る
の
が
次
の
日
額
で
あ
る
0●

大
官
は
朝
廷
に
奏
請
し
て
父
組
三
代
に
位
を
紛
っ
て
箕
ふ
こ
と
が
出
乗
る
.
自
己
は
た
と
へ
文
盲
で
も
子
孫
の
お
蔭
で
官
を
哲
ら
れ
t
S
は
ゆ
る
封

●翁
と
な
れ
る
の
で
あ
る
O
た
と
へ
金
が
あ
つ
て
も
そ
れ
か
ら
官
界
に
進
出
す
る
の
は
非
常
に
む
づ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
絶
無

で
は
な

●
●

く
'
こ
れ
を
聾
秀
と
云
ふ
O
階
級
が
費
と
富
'
無
知
識
人
と
譲
番
人
t
と
い
ふ
風
に
は
っ
き
り
分
れ
て
ゐ
る
中
国
近
世
配
合
に
も
､
細
S
道
で
港
漆

●
●

●
●

る
が
'
無
産
か
ら
聾
跡
'
有
産
か
ら
聾
秀
と
S
ふ
過
程
を
踏
ん
で
下
層
か
ら
上
層

へ
浮
び
上
る
こ
と
が
出
乗
る
｡

こ
の
上
下
爾
層
を
連
絡
す
る
中
間
階
級
の
存
在
雲
量

は
大
き
い
O
白
己
収
は
資
産
を
持
た
な
い
が
､
単
な
る
無
産
労
働
者
で
は
な
く
'
資
本
家

に
代
っ
て
弊
誓

姦

取
す
る
立
場
も
孟

ば
･
ま
た
潤
え
す
資
本
家
の
資
産
-

ふ
曲
者
で
も
計
る
｡
こ
の
立
乳
等

慶
官
芝

苦

る
背
吏
の

立
場
に
通
じ
た
も
の
が
あ
る
.
脊
吏
は
被
支
配
者
た
る
人
民
の
1
部
分
で
あ
る
が
'
支
配
者
た
る
官
僚
の
手
先
で
も
あ
る
.
朝
廷
か
ら
権
力
を
輿

へ
.

ら
れ
て
ゐ
る
の
は
官
僚
で
あ
る
が
'
驚
際
に
そ
の
権
力
を
行
使
す
る
の
は
背
吏
で
あ
り
'
こ
の
背
吏
の
存
在
が
中
国
の
政
治
を
特
色
づ
け
て
ゐ
る
の

で
あ
る
｡
息
ふ
に
中
国
の
場
合
に
限
ら
ず
'
あ
る
敢
倉
を
特
色
づ
け
る
も
の
は
'
そ
の
敢
軒
が
分
泌
し
た
比
較
的
小
量
な
傍
系
的
な
存
在
で
は
な
か

ら
う
か
o
T
度
人
種
の
分
類
が
'
骨
格
や
内
賊
よ
り
協
'
規
菅
的
に
は
僅
か
ば
か
り
の
皮
膚
の
色
素
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
傾
向
が
強
S
や
う
に
｡

_ 15--
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た
と
へ
小
数
し
か
存
在
し
な
い
か
な
い
か
ら
と
い
っ
て
'
我
々
は
嘗
中
国
社
倉
の
中
流
階
級
の

在
を
蔑
硯
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
O

ヽ

(
附
記
)

こ
の
小
論
は
文
部
省
科
挙
研
究
費

の
交
付
を
う
け
た

｢
中
国
経
済
史
語
泉
の
簡
単
｣
進
行
中
の
副
産
物
で
あ
る
｡
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