
府
界
の
提
鮎
を
し
て
界
至
を
分
認
せ
し
め
、
う
ち
河
北

〔
だ
け
〕
は
の
お
衡
内

に
粂
管
南
北
外
都
水
公
事

〔
と
い
う
役
目
〕
を
僧
び
せ
し
め
ん
。
と
讃
み
、
一

七
七
頁
は
多
二
月
三
日
桃
筆
始
開
。
泳
油
仲
雨
積
。
川
流
狼
集
。
波
測
成
長
。
謂

之
桃
華
水
。
春
末
燕
脊
華
開
。
謂
之
菜
肇
水
J
と
句
鮎
を
入
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
ま
た

一
五
五
頁
の
満
洲
の
願
兵
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

何
れ
の
論
考
で
も
、
封
象
に
さ
れ
た
事
業
そ
の
も
の
の
線
的
な
姿
は
よ
く
描

れ
て
い
る
。

。
総
括
ψ

が
愛
表
さ
れ
て
い
な
い
の
で
詳
細
は
さ
し
控
え
る
が
、

少
く
も
労
働
力
の
あ
り
方
が
特
に
前
代
と
ど
の
よ
う
な
型
で
異
り
、
ま
た
そ
れ

が
何
に
起
因
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
1

1
特
に
閥
軍
の
問
題
ー
ー
の
究
明
、
更

に
は
図
家
権
力
の
あ
り
方
を
躍
に
制
度
上
だ
け
で
な
く
寅
際
の
場
に
於
て
追
及

す
る

l
lこ
の
場
合
あ
ま
り
強
力
な
専
制
園
家
と
い
う
既
製
概
念
に
ひ
き
ず
ら

れ
ぬ
方
が
良
い
と
思
う
が
|

|
こ
と
な
ど
が
是
非
必
要
な
の
で
な
か
ろ
う
か
。

時
聞
が
か
か

っ
て
も

折
角
の
共
同
研
究
で
あ
る
か
ら
そ
の
成
果
を
十
分
多
総

括
e

で
示
し
て

い
た
だ
き
た
く
、
そ
れ
と
と
も
に
今
後
も
同
研
究
曾
が

一
一層活

摘
さ
れ
る
よ
う
期
待
す
る
。

(
俗
原
郁
)

東

僻

典

京
都
大
皐
女
皐
部
東
洋
史
研
究
室
編

史

洋

昭
和
三
六
年
二

月

東

京
創
元
枇
刊
本
文
七
六
六
頁

序
二
頁

凡
例
二
頁

執
筆
者

一
覧
表

一
頁

付

録

一
O
六

頁

索

引

一
二
二
頁

地
闘
十
二
頁

い
ま
ま
で
に
東
洋
史
僻
奥
は
い
く
つ
か
刊
行
さ
れ
て
い
る
し
、
現
在
刊
行
中

の
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
非
常
に
大
部
の
も
の
か
あ
る
い
は
ご
く
筒

略
な
も
の
で
、
手
こ
ろ
な
も
の
に
倣
け
て

い
た
。
こ
の
た
び
京
都
大
皐
東
洋
史

研
究
室
で
編
ま
れ
た

「
東
洋
史
跡
附
奥
」
は
量
的
に
手
ご
ろ
で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
の
内
容
が
艇
く
ア
ジ
ア

の
全
地
域
に
及
び
、
ま
こ
と
に
世
の
要
望
に

e

」
た
え

る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

本
僻
典
刊
行
の
経
過
な
と
に

つ
い
て
は
、
田
村
賞
造
数
援
が
そ
の
「
序
」
に

書
か
れ
た
も
の
が
要
を
議
し
て
い
る
が
、
本
僻
典
は
京
大
東
洋
史
研
究
室
の
諸

氏
が
編
艇
の
衡
に
あ
た
り
執
筆
者
に
は
そ
の
出
身
者

一
一
七
名
が
動
員
さ
れ
て

い
る
。
原
稿
は
宮
崎
・
田
村
・
佐
伯
・
羽
田
教
援
・
佐
藤
助
教
授
の
被
闘
に
か

か
る
。
そ
こ
で
は
適
正
な
小
項
目
五
千
絵
項
が
え
ら
ば
れ
、
地
域
は
ア
ジ
ア
全

域
を
含
み
、
西
ア
ジ
ア
・

イ
ン
ド

・
東
南
ア
ジ
ア
に
も
多
く
の
項
目
が
ふ
り
あ

て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
沓
来
の
東
洋
史
僻
典
に
窺
わ
れ
る
よ
う
な
政
治
史
中
心

の
風
は
な
く
地
理
事
-
民
族
摩

・
民
俗
事
-
考
古
皐

・
美
術
史
な
ど
に
も
相
笛

多
く
の
項
目
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
付
録
と
し
て

ア
ジ
ア
各
国
の
統
治
表
・
ア

ジ
ア
諸
国
年
脱
表
・

中
関
歴
代
職
官
表
・
ア
ジ
ア
名
僻
難
讃
表

・
中
国
度
量
衡

表

・
ア
ジ
ア
主
要
貨
幣
要
覧
及
び
ア
ジ
ア
歴
史
地
問
(
二
十
入
園
)
が
あ
り
、

最
後
に
索
引
が
つ
い
て
い
る
。

現
在
中
型
の
東
洋
史
僻
典
に
要
求
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の

駄
を
あ
げ
る

と
、
第

一
は
そ
れ
が
小
項
目
主
義
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
大
型
の
歴
史
辞
典
の

場
合
、
大
項
目
主
義
と
小
項
目
主
義
と
の
併
用
も
亦
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
中
型
の
場
合
、
賞
用
に
便
利
で
あ
る
こ
と
と
い
う
本
来
の
目
的
の
た
め
に

も
、
小
項
目
主
義
を
と
り
、
な
る
だ
け
数
多
く
の
項
目

・
事
質
を
含
む
べ
き
で

あ
る
。
第
二
に
各
項
目
に
お
け
る
皐
界
の
侵
高
水
準
を
卒
明
に
も
り
こ
む
こ
と

が
あ
る
。
東
洋
史
辞
典
の
場
合
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
中
型
の
僻
典
に
封
す
る
一

般

的
要
求
以
上
に
切
貨
な
も
を
も
っ
て
い
る
。
近
年
東
洋
史
全
般
に
わ
た
り
急
速

な
進
歩

・
専
攻
分
野
の
細
分
化
が
あ
り
、
年
々
護
表
さ
れ
る
数
多
く
の
論
文
の
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な
か
に
は
、
奮
来
の
事
説
を
大
き
く
書
き
改
め
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
う
し

た
欣
態
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
の
う
ち
ど
こ
に
現
在
専
門
家
の
議

論
の
中
心
が
あ
る
の
か
、
ま
た
ど
こ
が
ど
れ
だ
け
解
明
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と

い
っ
た
こ
と
は
一
歩
専
門
を
外
れ
る
と
容
易
に
わ
か
ら
な
い
。
(
大
型
の
東
洋

史
辞
典
は
と
き
に
よ
っ
て
は
専
門
家
が
、
現
在
追
求
の
中
心
と
な
っ
て

い
る

駄
、
現
在
の
最
高
水
準
と
い
っ
た
も
の
を
、
あ
る
程
度
ま
で
自
己
の
鰻
系
の
一

環
と
し
て
の
犠
裁
を
保
ち
つ
つ
-記
述
す
あ
こ
と
が
あ
コ
て
も
よ
か
ろ
う
が
)
中

型
の
東
洋
史
辞
典
の
場
合
、
だ
れ
に
も
研
究
の
諸
成
果
が
よ
く
理
解
で
き
る
よ

う
に
、
卒
明
に
要
約
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
に
、
第
二
の
貼
と
か
ら
ん
で
、

閥
係
あ
る
各
項
目
が
一
貫
し
た
説
明
を
も
っ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。

重
要
項
目

を
引
く
際
、
と
く
に
そ
れ
が
各
時
代
に
わ
た
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
後
遜
を
し
た
も

の
の
一
部
で
あ
っ
た
り
、
績
に
大
き
く
連
な
っ
て
い
く
も
の
の

一
部
で
あ
っ
た

り
す
る
と
き
に
、
そ
の
閥
連
項
目
を
あ
わ
せ
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
要
項
目

を
山
頂
と
し
て
自
ら
裾
野
が
貨
が
る
と
い
う
形
に
な
り
、
ま
た
そ
う
し
た
全
種

の
形
が
改
め
て
山
頂
の
機
相
を

一
段
と
あ
ざ
や
か
に
印
象
づ
け
る
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
第
四
に
、
簡
明
な
地
図
・
系
譜
・
年
続
な
ど
が

一
目
瞭
然
た

る
形
で
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

第

一の
鮎
に

つ
い
て
い
え
ば
、
各
項
目
ご
と
に
簡
明
卒
易
な
説
明
の
な
か
に

数
多
く
の
事
貨
を
盛
っ
た
本
僻
典
の
小
項
目
主
義
は
、
よ
く
中
型
歴
史
辞
典
本

来
の
目
的
に
か
な
う
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
以
下
の
貼
に

つ
い
て
も
申

し
分
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
ま
試
み
に
第
二
の
黙
に
つ

い
て
筆
者
の
専
攻
す
る

時
代
の
項
目
を
と
り
あ
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。
「
九
ロ
叩
官
人
法
」
と
い
う
項
目
が

あ
る
。
こ
れ
は
奮
来
、
往
々
「
九
品
中
正
法
」
と
い
っ
た
項
目
を
た
て
て
説
明

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
項
百
の
説
明
は
主
と
し
て
参
考
文
献
に
あ
げ

ら
れ
た
宮
崎
市
定
数
援
の
「
九
品
官
人
法
の
研
究
」
に
よ
っ
て
い
る
。
貌
晋
南

北
朝
時
代
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
し
て
貴
族
・
選
翠
制
度
・
土
地
制
度
と
い
っ

た
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
貴
族
(
豪
族
)
と
選
皐
制
度
と
の
結
び
つ
き
に
注

目
し
そ
れ
を
研
究
封
象
と
す
る
と
と
は
古
く
か
ら
盛
で
あ
る
。
こ
の
間
に
あ
っ

て
京
大
東
洋
史
研
究
室
、
そ
の
出
身
者
が
つ
と
に
こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
と
り

く
ま
れ
、
数
々

の
業
績
に
よ
っ
て
事
賓
の
異
相
を
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
れ
た
の

は
、
周
知
の
溜
り
で
あ
る
。

こ
の
項
目
の
生
き
生
き
と
し
た
説
明
の
背
後
に

は
、
京
大
東
洋
史
謬
科
の
長
年
に
わ
た
る
貴
族

・
選
摩
制
度
研
究
の
侍
統
・
事

風
が
凝
集
さ
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
貴
族
制
度
」
の
項
目
は
こ
の

理
解
を
助
け
る
も
の
で
あ
り
、
「
豪
族
」
の
項
目
ま
た
同
様
で
あ
る
。
こ
の
三

記
事
を
あ
わ
せ
讃
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
識
者
は
現
在
、
貌
晋
南
北
朝
に
お
け
る

貴
族

・
豪
族
貴
族
制
度

・
選
掌
制
度
と
い

っ
た
事
項
に

つ
い
て
依
嬢
す
べ
き

適
確
な
概
念
が
自
ら
輿
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ぎ
に
第
三
の
黙
に

つ
い

て
で
あ
る
が
、
試
み
に

「
占
回
・
課
田
制
」

の
項
目
を
引
く
と
、
ま
ず
「
西
晋

の
土
地
法
。
西
普
の
武
帝
は
天
下
を
統

一
す
る
と
戸
調
式
を
毅
布
し
た
。
」
と

し
て
、
そ
の
内
容
を
(
二
戸
調
、
(
二
)
自
制
、
(
三
)
税
額
、
(
凶
)
年

齢
規
定
に

つ
い
て
述
、で
さ
ら
に
「
戸
調
、
す
な
わ
ち
各
戸
ご
と
に
そ
の
貧
富

念
わ
け
ず
に
、
税
を
取
り
た
て
る
こ
と
は
、
す
で
に
貌
の
前
日
燥
の
時
か
ら
行
わ

れ
て
い
る
が
、
南
北
朝
時
代
を
通
じ
て
貿
施
さ
れ
た
税
制
で
、
こ
の
時
代
の
特

徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
占
回
・
隷
田
制
に
つ
い
て
は
、
従
来
種
々
の

説
が
示
さ
れ
、
占
田

・
課
固
と
も
回
土
給
輿
の
規
定
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
も

あ
る
が
、
占
田
と
は
限
田
の
意
で
、
個
人
の
私
有
し
て
よ
い
土
地
の
最
大
限
を

示
し
、
以
後
の
粂
併
を
制
限
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
設
が
有
力
で
あ

る
。
こ
れ
は
レ
わ
ば
中
闘
停
統
の
限
田
思
想
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
次
に
却
師
団
で

あ
る
が
、
謀
と
は

φ

わ
り

つ
け
る
ψ

の
意
で
、
人
民
に

一
定
の
土
地
を
給
付
し

て
耕
作
さ
せ
る
わ
け
で
、
そ
の
場
合
人
民
は
岡
家
に
小
作
料
と
し
て
の
秘
を
納
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め
ね
ば
な
ら
な
か
「

た
。
す
な
わ
ち
-
謀
団
法
は
貌
の
屯
田
制
を
う
け
、
北
貌
の

均
回
制
に
つ
づ
く
土
地
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
占
回

謀
回
制
に

つ
い
て
は
醤
来
多
く
の
論
文
が
我
が
園
で
も
中
闘
で
も
殺
表
さ
れ
、

基
本
的
な
史
料
が
飲
け
て
い
る
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
そ
の
見
解
は
千
差
蔦

別
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
限
ら
れ
た
字
数
で
い
ま
ま
で
の
研
究
成
果
を

ま
と
め
る
と
す
る
と
、
本
僻
典
の
こ
の
説
明
は
パ
ま
さ
に
述
べ
て
そ
の
妙
を
え

た
も
の
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
貌
の
屯
田
制
と
北
鎮
の
均
田
制
と
の

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
改
め
て
「
屯
田
」

の
項
目
を
引
く
と
、
中
関
歴
代

の
屯
田
制
度
の
骨
子
が
説
明
さ
れ
、そ
の
な
か
に
、「
次
に
三
園
貌
の
曹
操
は
許

昌
(
河
南
省
)
に
屯
田
を
は
じ
め
た
が
、
漢
末
の
大
観
に
よ
っ
て
食
糧
不
足
が
甚

だ
し
く
、
自
己
の
軍
隊
の
補
給
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
須
傑
件
で
あ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。笛
時
は
多
く
の
土
地
が
荒
穫
し
、農
民
は
流
亡
し
て
所
有
主
の
な
い
土

地
が
多
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
官
有
地
と
し
て
、
そ
と
に
人
民
(
多
く
は
流
民
)

を
強
制
的
に
徴
募
し
、
壮
丁

一
人
に
五

O
畝
程
度
の
団
地
を
分
け
奥
え
、
灘
瓶

設
備
を
施
し
、
屯
田
官
を
置
い
て
こ
れ
を
管
理
さ
せ
た
。
い
わ
ゆ
る
寧
屯
田
の

場
合
は
勿
論
、
た
ん
に
農
民
と
し
て
屯
回
す
る
民
屯
の
場
合
で
も
、
闘
家
の
強

い
統
制
の
も
と
に
、
軍
隊
式
の
部
伍
組
織
に
よ
っ
て
運
搬
や
守
備
に
あ
た

っ
た

と
思
わ
れ
る
。
晋
に
な
る
と
、
そ
の
強
制
的
な
性
格
を
緩
和
し
、占
田
謀
団
法
を

施
行
し
た
が
、
乙
の
中
の
課
団
法
は
屯
団
法
を
う
け
っ
か
だ
も
の
で
あ
っ
た

η

」

と
述
べ
、
「
均
田
制
」
の
項
目
を
引
く
と
、
「
北
朝
・
階

・
唐
に
行
わ
れ
た
土

地
制
度
。
漢
帝
園
の
厨
嬢
後
、
豪
族
勢
力
の
伸
張
や
酬
判
明
肌
な
ど
に
よ
る
土
地
荒

師拙
か
ら
、

時
の
王
朝
は
新
ら
し
い
土
地
政
策
を
必
要
と
し
た
。
そ
こ
で
均
田
制

は
貌
の
屯
田
制
、
晋
の
占
回
課
田
制
の
あ
と
を
受
け
て
ま
ず
北
貌
に
賓
施
さ
れ

た
。
云
云
。」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
讃
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
占

田
課
回
制
と
く
に
課
田
制
の
土
地
制
度
史
上
に
お
け
る
意
義
は
自
ら
理
解
さ
れ

る
で
み
ろ
う
。
つ
ぎ
に
第
四
の
黙
で
あ
る
が
、
苦
心
の
結
果
に
な
る
こ
れ
ら
の

統
治
表
、
年
続
表
、
降
史
抱
闘
な
ど
が
ど
れ
だ
け
僻
典
と
し
て
の
賞
用
性
を
高

め
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。
筆
者
に
は
と
く
に

「
ア
ジ
ア
名
僻
難
讃
表
」
、
「
中

国
度
量
衡
表
」
、
そ
れ
に
鮮
明
な
印
刷
の
「
ア
ジ
ア
主
要
貨
幣
要
覧
」

が
有
難

か
「
た
。

以
上
、
本
僻
典
が
中
型
東
洋
史
辞
典
の
特
色
を
よ
く
生
か
し
、
か
つ
京
大
東

洋
史
穆
科
の
輝
か
し
い
傍
統
国
型
風
を
そ
こ
に
盛
っ
た
極
め
て
優
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
の
一

端
に
ふ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
に
て

こ
希
望
め
い

た
こ

と
を
述
べ
る
と
、

一
際
技
術
的
な
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
例
え
ば

「
占
田

・
課
田

制」

の
説
明
の
な
か
の
屯
田
制
、
均
四
法
に
※
(
他
に
そ
の
項
目
の
あ
る
こ
と

を
示
す
印
)
が
見
え
ず
、

一
方
、
「
均
田
制
」

の
説
明
の
な
か
の
屯
田
制
、
占

国
務
田
制
に
※
が
あ
り
、

「
屯
田
」
の
説
明
の
な
か
の
占
田
課
田
制
に
も
※
が

あ
る
。
こ
う
し
た
「
不
統

一
」
が
他
の
項
目
の
場
合
に
も
め
に

つ
く
が
、
将
来

機
曾
が
あ
れ
ば
つ
け
る
方
に
統

一
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
。

つ
ぎ
に
項
目

の
選
揮
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
若
千
項
目
に
加
え
た
方
が
よ
か
「
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば

「
貌
書
」
、
「
北
史
」
、
「
南
史
」

の
項
目

が
あ
る
の
に

「朱
書
」
の
項
目
が
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く

「
宋
書
」
は
宋
時
代

研
究
の
根
本
史
料
で
あ
り
、
同
時
に
書
物
自
抽
出
と
し
て
い
ろ
い
ろ
問
題
の
多
い

も
の
で
あ
る
か
ら
、

「
三
闘士山
L

や

「
耳
目
書
」
、
「
貌
書
」
な
ど
の
よ
う
に
項
目

を
た
て
、
そ
の
内
容
、
注
意
す
べ
き
諮
鮎
(
例
え
ば
、
宋
書
の
百
柄
本
が
他
の

正
史
の
そ
れ
と
異
り
粗
悪
で
あ
る
と
い
「
た
こ
と
)
な
ど
を
説
明
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
編
集
に
あ
た
っ
て
は
自
ら
一
定
の
方
針
が
あ
り
、

そ
れ
に
従
っ
て
項
目
を
え
ら
ば
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
将
来
機
舎
が
あ
れ
ば

右
に
あ
げ
た

「
宋
書
」
や

「
兵
戸
制
」
な
ど
は
項
目
を
補

っ
て

い
た
だ
け
ぬ
も

の
で
あ
ろ
う
か

c

(

も
ち
ろ
ん
索
引
を
ひ
け
ば
、
そ
れ
ら
は
閥
係
項
目
の
な
か
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，
に
で
て
く
る
の
で
あ
っ
て
;
説
明
が
な
い
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
J

本
書
の
よ
う
に
そ
の
内
容
が
贋
範
に
わ
た
る
も
の
の
書
評
は
、
嘗
然
堕
か
な

皐
殖
と
賢
い
視
野
と
を
も
っ
方
が
携
骨
因
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
筆
者
な
ど
は
と

う
て
い
そ
の
任
に
た
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
さ
き
に
書
評
を
依
頼

さ
れ
た
方
に
よ
ん
ど
こ
ろ
な
い
事
情
が
あ
り
、
急
に
筆
者
が
あ
た
る
よ
う
に

な
っ
た
。
本
位
附
曲
穴
の
異
債
を
誤
り
停
え
た
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
か
と
お
そ
れ
て

い

る

次

第

で

あ

る

。

(

越

智

重

明

)

中
国
近
代
工
業
史
の
研
究

波

多

野

善

大

著

昭
和
三
十
六
年
五
月
東
洋
史
研
究
曾
刊

A
5阪
本
文
五
五
六
頁
索
引
三
二
頁

波
多
野
善
大
民
の
新
著
を
讃
了
し
て
、
先
ず
受
け
た
印
象
は
、
内
容
が
豊
富

で
、
し
か
も
新
鮮
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
園
近
代
工
業
の
初
期
の
稜
展

に
閥
し
、
取
上
げ
ら
る
べ
き
重
要
な
問
題
は
ほ
と
ん
ど
残
り
な
く
と
こ
に
論
及

さ
れ
て
い
る
。
所
裁
は
十
分
な
史
料
の
提
示
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ア
ヘ
ン
戟
手
前
か
ら
、
辛
亥
革
命
直
前
に
至
る
蓄
積
・
投
資
・
産
業
化
の
諮
問
題

は
、
中
園
に
固
有
な
政
治
・
祉
曾
的
風
土
と
の
閥
速
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
叉

よ
り
慶
大
な
比
較
史
的
視
野
の
下
に
整
序
さ
れ
て
、
多
く
の
新
ら
し
い
論
黙
と

示
唆
と
を
提
供
し
て
い
る
。
波
多
野
氏
の
長
年
に
わ
た
る
精
励
の
成
果
が
、
内

容
に
ふ
さ
わ
し
い
立
源
な
印
刷
や
装
訂
を
得
て
出
版
せ
ら
れ
た
こ
と
を
祝
し
、

ζ

の
事
に
奥
か
り
援
助
せ
ら
れ
た
東
洋
史
研
究
舎
や
、
仏
唱
抽
抑
燕
京
研
究
所
に
心

か
ら
敬
意
を
表
す
る
。

先
ず
内
容
の
紹
介
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
六
つ
の
章
か
ら
成
っ
て

い
て
、
そ
の

一
部
は
濁
立
の
論
稿
と
し
て
既
に
公
刊
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
ア
へ
ソ
戦
争
前
に
お
け
る
資
本
の
形
態

二
中
園
輸
出
茶
の
生
産
構
造

三
ア
ヘ
ン
職
手
後
に
お
け
る
近
代
資
本
の
緩
展

四
上
海
機
器
織
布
局
の
創
立
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
問
題

五
漢
陽
製
織
所
の
設
立
夜
展
と
餓
道
問
題

六
ア
へ
γ
戦
争
後
に
お
け
る
棉
織
の
生
産
形
態

の
六
章
で
あ
る
。
一
と
こ
と
は
主
と
し
て
ア
へ
γ
戦
字
以
前
に

つ
い
て
、
三
以

下
は
そ
れ
以
後
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
先
ず
展
望
的
な

概
観
(
一
と
一
二
)
が
行
わ
れ
て
、
こ
れ
に
詳
細
な
個
々
の
分
野
の
研
究
が
つ
づ

く
形
に
な
っ
て
い
る
。

先
ず
第
一
章
で
は
、
ア
へ
γ
戟
宗
と
南
京
傑
約
と
に
よ
っ
て
、
「
近
代
的
産

業
資
本
の
形
成
」
が
は
じ
ま
る
以
前
の
中
閣
に
お
け
る
、
「
資
本
形
態
L

の
分

析
が
行
わ
れ
る
。
官
僚
に
よ
る
中
飽
利
盆
の
追
求
、
商
人
に
よ
る
地
方
的
・
季

節
的
債
格
差
の
裁
定
や
、
専
費
濁
占
、
高
利
貸
経
営
等
の
賓
態
を
、
明
消
の
吐

曾
に
跡
づ
け
、
そ
の
よ
う
な
諸
源
泉
か
ら
の
蓄
積
の
進
行
に
卒
行
す
る
も
の
と

し
て
、
農
村
に
お
け
る
商
品
生
産
の
抜
大
と
手
工
業
、
特
に
織
布
業
の
緩
展
や

西
洋
の
ソ
キ
エ
タ
ス
お
よ
び
コ
メ
ン
ダ
に
比
せ
ら
る
べ
き
、
合
股
・
憾
名
合
股

の
投
資
制
度
の
展
開
が
、
問
題
に
せ
ら
れ
る。

勿
論
明
以
来
の
租
税
銀
納
が
、

農
業
セ
タ
タ
ー
に
貨
幣
経
済
を
強
制
鎖
大
し
て
ゆ
く
作
用
や
、
新
大
陵
銀
流
入

の
イ
ン
フ
レ
l
γ

ョ
ン
作
用
の
よ
う
な
、
外
在
的
要
閣
の
存
在
を
も
指
摘
す
る
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