
い
る
た
め
に
、
さ
ら
に
過
酷
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恥
じ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
も
お
そ
ら
く
は
氏
も
め
ざ
し
て
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
日
本
の
解
放
の

た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
皐
聞
を
奉
仕
さ
せ
た
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
政
治
的
行

動
の
一
致
・
統
一
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
事
関
上
の
相
互
批

判
が
必
要
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
ベ
近
藤
秀
樹
)

ヨ
ロ
白
ロ

nu-
〉円
HHHH山
口
町
可

EFOロ

ロロ円
H
m
H
F
m
寸
白
ロ
m
u
u面白田門司

0
・
の
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吋
当
官
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r
o
H
H
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目
V
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m
o
句
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文
化
史
に
の
み
閥
心
を
示
し
て
き
た
欧
米
の
ジ
ノ
ロ
ジ
ー
も
、
最
近
で
は
政

治
史
・
祉
曾
経
済
史
の
分
野
に
活
躍
の
場
を
蹟
げ
、
水
準
以
上
の
研
究
が
護
表

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
階
唐
史
の
分
野
に
お
い
て
も
、
三
十
年
前
に
唐
代
経
済
史
に

先
駆
者
的
業
績
を
翠
げ
た
パ
ラ
ジ
ュ
氏
は
、
十
年
前
に
も
情
書
の
食
貨
志
・
刑

法
志
の
課
注
・
研
究
で
優
れ
た
成
果
を
残
し
、
プ
I
リ
ィ
プ
ラ

γ
ク
氏
は
「
安

縁
山
反
観
の
背
景
」
と
題
す
る
一
書
を
出
版
し
た
。
そ
し
て
今
、
ト
ゥ
イ
ァ
チ

エ
ツ
ト
氏
の
大
著
「
唐
朝
治
下
の
財
務
行
政
」
を
親
し
く
手
に
し
う
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
著
者
ト
ゥ
イ
ッ
チ
ェ
ッ
ト
氏
は
、
ロ

γ
ド
ソ
大
皐
東
洋
ア
フ
リ
カ
由
学

校

(ω
口

r
o
o
-
o
同。ュ
g
E
E
L
〉

P
5
5
g
E
F目
前
)
の
極
東
言
語
文
化

部
門

(
U
4同
耳
目
巾
己

O
同
吾
巾
下
回
目

m
E
m巾印

EL(UE-EB目
。
同
手
巾
司
何
百

何
回
目
同
)
の
敬
援
。
唐
代
の
水
利
や
沼
氏
義
倉
の
研
究
で
以
前
に
も
我
が
園
に
知

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
新
著
が
出
版
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
経
過
と
、
こ
の
書
の
特

徴
は
、
自
序
の
中
に
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
の
書
は
元
来
、
一
九
五
三
年
に
ケ
γ
ブ
リ
ッ
ジ
大
事
へ
の
博
士
論
文
と

し
て
書
か
れ
た
。
出
版
の
た
め
に
改
訂
し
よ
う
と
し
て
、
全
く
新
し
い
著
作
を

書
く
か
、
或
い
は
、
幾
っ
か
を
追
加
し
、
ご
く
最
近
の
研
究
と
初
め
の
が
完
成

し
て
以
後
に
出
版
さ
れ
た
新
し
い
文
書
類
と
に
一
致
す
る
よ
う
に
嬰
更
し
つ
つ

そ
の
原
型
を
遣
す
か
、
の
二
者
揮
一
に
直
面
し
た
。
時
間
に
封
す
る
考
慮
は
、

私
を
し
て
後
者
の
道
を
取
ら
せ
た
。
」
「
等
位
論
文
は
、
序
論
と
奮
唐
書
食
貨
志

の
全
課
に
劃
す
る
注
懇
で
あ
つ
だ
。
こ
の
舎
に
そ
の
翻
課
を
含
め
る
こ
と
の
困

難
さ
と
費
用
と
が
、
序
論
の
部
分
だ
け
を
出
版
す
る
よ
う
に
私
を
強
い
た
の
で

あ
る
。
」
「
こ
の
著
作
の
大
部
分
は
、
国
丘
陵
凹
民
に
よ
っ
て
既
に
研
究
さ
れ
た

分
野
を
包
括
し
て
い
る
。
パ
ヲ
ジ
ュ
氏
は
一
九
三
一
年

l
三
年
に
出
版
さ
れ
た

d
E民
間
巾

N
E
門
司
E
s
r
t
g開
2
口

r
w
r
s
ι
2
寸
g
m
N
2べ
と
い
う

論
文
で
、
一
般
史
の
標
準
作
と
比
較
し
う
る
水
準
で
経
済
史
を
扱
っ
た
西
洋
人

の
シ
ノ
ロ
ジ
I
の
著
作
を
初
め
て
生
み
だ
し
た
。
か
れ
の
著
作
は
中
世
中
園
世

曾
の
解
穫
に
大
き
な
前
進
を
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
く
に
日
本
の
中
園

撃
者
に
よ
る
|
か
れ
ら
の
初
期
の
業
績
は
パ
ラ
ジ
ュ
氏
に
よ
っ
て
参
考
さ
れ
て

い
な
い
‘
唐
制
の
研
究
に
お
け
る
過
去
三
十
年
間
に
な
さ
れ
た
大
き
な
前
進

を
心
に
と
め
る
と
、
こ
の
大
層
重
要
な
課
題
の
新
し
い
研
究
が
決
し
て
蛇
足
で

は
な
い
、
と
私
は
思
う
。
一
一
一
十
年
前
に
あ
ま
ね
く
受
け
い
れ
ら
れ
た
中
世
中
園

世
曾
の
描
宮
崎
を
線
て
の
認
識
か
ら
援
形
さ
せ
た
日
本
人
と
中
闘
人
の
事
者
た
ち

の
二
世
代
に
わ
た
る
努
苦
に
私
が
思
惑
を
蒙
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
讃
者

は
す
ぐ
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
こ
の
書
物
が
彼
等
の
研
究
成
果
の
幾

っ
か
を
、
西
洋
の
讃
者
に
紹
介
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
有
盆
な
目

的
を
満
た
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」

著
者
が
自
負
す
る
よ
う
に
、
こ
の
書
物
の
最
大
の
特
色
は
、
日
本
人
の
研
究

F
D
 

A
U
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成
果
を
十
二
分
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
紹
介
に
よ

っ
て
自
ら
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
世
百
の
構
成
は
、
本
文
が
第
一
章
土

地
保
有
、
第
二
章
直
接
税
、
第
三
章
国
家
専
寅
と
商
税
、
第
四
章
通
貨

と
信
用
取
引
、
第
五
章
運
輸
制
度
、
第
六
章
財
務
行
政
、
で
一
二
三
頁
。

財
政
関
係
資
料
の
英
詩
を
中
心
と
し
た
附
鍛
が
七

O
頁
、
附
注
一
四
八
頁
、
地

阿
が
九
葉
、
最
後
に
参
考
文
献
・
詩
集
索
引
・
事
項
索
引
を
三
三
頁
も
附
す
と

い
う
親
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
章
を
追
っ
て
著
者
の
所
設
を
見
、
若
干

の
批
鮮
を
加
え
て
み
よ
う
。

第

二
早
「
土
地
保
有
」

E

唐
朝
治
下
の
中
園
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
も
、
主
と

し
て
農
業
枇
曾
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
期
を
特
色
づ
け
て
い
る
交
易
と
工
業
の
大

き
な
級
大
に
も
拘
ら
ず
、
土
地
は
生
産
の
主
要
な
手
段
で
あ
り
、
歳
入
の
主
要

な
源
泉
で
あ
っ
た
。
土
地
財
産
は
ま
た
、
決
し
て
最
も
有
利
で
は
な
か
っ
た

が
、
一
帯
安
全
で
あ
り
、
最
も
保
守
的
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
均
田
制
下

で
付
自
問
さ
れ
た
土
地
の
底
さ
は
概
し
て
大
き
か
っ
た
。
北
周
治
下
で
み
ら
れ
た

名
義
上
の
付
興
は
、
二
十
世
紀
の
中
闘
に
お
け
る
普
通
の
農
地
所
有
の
殆
ん
ど

七
倍
の
大
き
さ
が
あ
っ
た
。
均
回
制
胞
行
の
主
た
る
目
的
は
、
北
中
園
に
お
け

る
符
易
な
ら
ぬ
人
口
減
少
の
時
期
に
、
出
来
る
だ
け
大
き
な
地
域
の
耕
作
を
奨

附
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
同
時
に
、
元
来
の
計
鐙
を
出
設
さ
せ

た
李
安
枇
の
上
奏
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
貴
族
家
族
に
よ
る
腫
大
な
土

地
の
集
積
を
制
限
し
、
中
央
政
府
を
無
視
す
る
に
十
分
強
力
な
影
響
力
を
も
っ

大
土
地
事
業
家
の
出
現
を
拒
む
こ
と
を
も
意
幽
し
て
い
た
。
多
均
田
制
の
衰

額
4

地
方
で
か
な
り
の
力
を
行
使
し
た
里
正
は
決
し
て
官
僚
組
織
の
一
員
で
は

な
く
、
村
人
に
執
行
し
た
法
律
が
主
に
慣
習
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
地
方
制
度
は
徐
り
に
弱
く
て
豪
族
の
土
地
集
積
に
反
封
で
き
な
か
っ
た
ば

か
り
で
な
く
、
全
帝
国
に
統
一
し
た
保
有
組
織
を
強
制
す
る
の
は
不
適
賞
で
も

あ
っ
た
。
均
田
制
が
樹
嬢
し
た
の
は
、
中
圏
一
位
曾
の
設
展
の
潮
流
に
反
劃
し
た

だ
け
で
な
く
、
逮
反
者
に
謝
す
る
不
十
分
な
罰
則
規
定
が
あ
り
、
そ
の
構
成
メ

γ
パ
l
の
大
多
数
自
醐
胞
が
法
律
違
反
者
で
あ
っ
た
政
府
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
多
田
け
浪
と
移
住
の
問
題
4

字
文
融
の
括
戸
政
策
に
つ
い
て
は
鈴

木
俊
・
プ
!
リ
ィ
プ
ラ

γ
F
商
氏
の
研
究
が
あ
り
、
千
五
百
鎗
と
軽
税
が
問
題

と
な

っ
て
い
る
が
、
流
寓
す
る
岨
庶
民
の
負
傷
額
は
九
等
戸
に
準
じ
て
考
え
ね
ば

な
ら
ず
、
九
等
戸
の
年
間
負
抱
額
は
二
千
銭
以
上
と
算
定
で
き
る
。
こ
れ
に
比

べ
て
千
五
百
鎗
の
経
税
は
確
か
に
経
い
か
ら
、
千
五
百
銭
と
い
う
の
は
客
戸
が

五

i
六
年
間
の
菟
税
期
間
中
に
正
税
・
臨
時
税
・
力
役
等
の
か
わ
り
に
年
々
納

入
す
べ
き
年
間
賦
課
額
で
あ
る
。

多
大
土
地
所
有
の
問
題
多
で
は
、
加
藤
・
玉

井
・
周
藤
諸
氏
の
研
究
に
依
線
し
つ
つ
次
の
如
く
述
べ
る
。
一
般
的
に
は
、
荘

園
地
の
大
部
分
は
私
人
個
人
の
手
中
に
あ
っ
た
。
八
世
紀
の
初
め
に
は
、
こ
れ

ら
の
大
多
数
は
貴
族
か
官
僚
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
に
は
、
中
央

か
ら
の
影
響
力
の
あ
る
地
方
行
政
の
衰
類
と
と
も
に
、
大
土
地
保
有
者
の
祉
曾

層
が
よ
り
慶
く
な
り
、
武
官
・
地
方
の
小
紳
士

・
流
外
官
、
そ
し
て
商
人
さ
え

も
が
、
大
土
地
を
所
有
し
て
い
る
の
が
分
る
。
九
世
紀
の
中
頃
ま
で
に
は
、
大

土
地
所
有
が
農
村
の
機
構
の
一
般
に
認
め
ら
れ
た
特
徴
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
政
府
は
車
に
そ
の
よ
う
な
大
土
地
所
有
の
成
長
を
受
け
入
れ
、
土

地
に
封
す
る
私
有
権
の
原
則
と
寅
却
に
射
す
る
権
利
を
既
成
事
賓
と
し
て
認
め

た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
法
的
に
は
、
均
回
制
の
規
則
は
有
効
な
も
の
と
し

て
残
り
、
総
て
の
土
地
に
謝
す
る
皇
帝
の
所
有
権
の
信
肱
聞
は
不
聞
の
ま
ま
に
残

さ
れ
た
。

第
二
章
「
直
接
税
」
。
園
家
と
土
地
と
の
閥
係
に
お
い
て
、
唐
朝
は
完
全
な
革

命
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
。
課
税
制
度
は
恐
ら
く
完
全
す
ぎ
る
程
の
革
命
を
ー経

験
し
た
。
分
裂
の
時
期
に
ず
っ
と
課
さ
れ
て
い
た
固
定
的
な
人
頭
税
か
ら
、
一

一106一
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方
で
は
財
産
査
定
に
基
い
た
進
歩
的
な
線
税
と
、
他
方
で
は
耕
作
さ
れ
た
地
域

に
基
い
た
土
地
検
の
制
度
|
十
六
世
紀
の
一
様
鞭
法
の
改
正
に
到
る
ま
で
帝
園

の
基
本
的
な
税
制
で
あ
っ
た
ー
へ
の
移
行
が
唐
の
時
代
に
行
な
わ
れ
た
。
唐
初

の
課
税
制
度
は
租
・
調
と
正
役
と
雑
筏
の
四
つ
の
基
礎
的
な
義
務
か
ら
成
り
立

っ
て
い
た
。
骨
同
我
部
静
雄
氏
は
課
は
雑
循
を
指
す
と
言
う
が
、
唐
代
に
お
い
て

傍
我
部
設
が
繰
り
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
品
跡
地
が
な
い
。
唐
代
に
お
け
る
課
税
の

箪
位
は
い
つ
も
個
々
の
成
丁
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
課
税
の
形
態
か
ら
み
て
(
穀

物
は
男
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
布
は
女
に
よ
っ
て
織
ら
れ
る
て
そ
の
元
来
の
封
象

と
さ
れ
た
箪
位
が
夫
婦
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
て
、
八
世
記

の
政
治
家
陸
賛
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
租
は
本
質
的
に
は
土
地
に
劃
す
る
課
税

で
、
調
は
戸
に
叫
到
す
る
課
税
、
庸
は
個
人
に
封
す
る
課
税
で
あ
る
、
と
い
う
租

肩
調
に
封
す
る
分
析
に
気
を
ひ
か
れ
る
こ
と
は
、
全
ノ
ヘ
人
を
誤
ら
せ
る
も
の
で

あ
る
。
均
田
制
と
租
魔
調
制
と
は
、
華
北
を
除
く
と
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
よ

う
に
は
決
し
て
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
見
解
を
古
賀
笠
氏
が
提
出
し
た

が
、
こ
の
制
度
に
多
く
の
地
域
的
な
差
異
の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
よ
う
な
十
把
一
か
ら
げ
に
一
般
化
す
る
論
震
は
決
定
的
で
は
な

い
@
七
六

O
年
か
ら
七
八

O
年
に
至
る
二
十
年
間
に
、
盟
の
専
寅
か
ら
の
歳
入

が
多
く
な
る
と
い
う
局
面
に
お
い
て
、
直
接
税
が
だ
ん
だ
ん
重
要
で
な
く
な
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
驚
く
に
嘗
ら
な
い
。
七
六
六
年
以
後
、
租
庸
調
を
再
生
さ

せ
る
震
に
何
ら
の
構
造
的
な
企
て
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
こ
と
、
そ

し
て
直
接
税
が
だ
ん
だ
ん
戸
の
財
産
や
耕
地
に
封
し
て
賦
課
さ
れ
る
も
の
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
よ
り
一
一
層
驚
く
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
八
世
紀
後

半
と
九
世
紀
の
政
府
は
、
雨
税
法
の
正
賞
な
励
行
を
確
賓
に
す
る
の
に
充
分
強

力
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
の
政
治
家
達
は
金
銭
で
査
定
さ
れ
た
賦
課
の
も
つ
十

分
な
意
味
を
把
鐙
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
改
正
は
中
央
政
府

に
、
直
接
税
の
徴
牧
と
い
う
生
存
し
う
る
手
段
を
備
え
て
や
っ
た
し
、
し
つ
こ

く
支
梯
い
を
履
行
し
な
い
地
方
に
寅
符
さ
せ
る
に
は
政
府
は
無
力
で
あ
っ
た
け

れ
ど
も
、
こ
の
新
し
い
制
度
に
よ
っ
て
、
憲
宗
治
世
の
聞
に
、
帝
国
の
大
部
分
に

中
央
の
権
威
を
再
建
し
、
王
朝
を
も
う
宇
世
紀
以
上
も
引
延
す
に
十
分
な
歳
入

を
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
課
税
の
基
盤
と
し
て
銭
で
査
定
す
る
と
い
う
進

歩
的
な
課
税
制
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
明
代
に
銀
で
査
定
さ

れ
支
梯
わ
れ
る
課
税
に
よ
っ
て
代
ら
れ
る
ま
で
賓
施
さ
れ
た
制
度
を
確
立
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
改
正
は
財
政
政
策
に
大
層
重
要
な
段
階
を
明
示
す
る
。

第
三
章
「
国
家
専
費
£
商
税
」
。
安
穣
山
の
反
蹴
勃
護
直
後
の
混
観
し
た
時

期
に
、
長
安
陥
落
の
際
に
蒙
っ
た
貯
蔵
物
の
大
損
失
を
つ
ぐ
な
い
、
直
接
税
か

ら
の
経
常
牧
入
に
代
え
る
震
に
、
政
府
が
新
た
な
歳
入
源
の
必
要
に
直
面
し
た

時
、
推
し
進
め
た
計
賓
の
一
つ
は
、
堕
を
費
り
だ
す
際
に
専
寅
税
を
課
す
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
を
創
設
し
た
第
五
務
と
、
そ
れ
を
極
め
て
強
力
な
新
し

い
財
政
機
構
に
し
た
劉
曇
の
下
で
、
燈
専
買
は
非
常
な
成
功
を
博
し
、
後
の
政

治
家
逮
は
、
一
般
消
費
物
資
の
一
覧
表
に
大
き
な
位
置
を
占
め
る
他
の
二
つ
の

品
目
、
す
な
わ
ち
茶
と
酒
に
も
専
寅
主
義
を
鎖
げ
た
。
し
か
し
、
茶
と
酒
と
に

謝
す
る
専
寅
は
失
敗
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。
。
堕
の
専
寅
。
安
邑
の
脳
血
屯
は
七

二
一
年
に
萎
師
度
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
臨
盟
屯
の
創
設
の
年
月
を
諸
史
料
は

開
元
元
年
と
し
て
い
る
が
、
金
井
之
忠
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
関
元
九
年
の

こ
と
で
あ
る
。
堕
銭
使
の
中
心
は
揚
州
に
あ
っ
た
。
盛
輔
副
使
は
留
後
を
多
く
の

地
方
の
中
心
と
首
都
に
お
い
た
。
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
中
央
権
力
の
最
後
の

衰
類
の
前
に
お
い
て
、
す
で
に
堕
か
ら
の
国
家
の
歳
入
は
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
チ
酒
の
専
寅
。
酒
の
頁
買
を
統
制
す
る
の
は
、
堕
の
場
合
よ
り
も
盗

か
に
困
難
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。
酒
を
製
造
す
る
技
術
は
大
層
筒
躍
で
原
始

的
で
あ
っ
た
の
で
、
も
し
般
物
と
隣
索
l
二
っ
と
も
到
る
所
で
利
用
し
え
た

l
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と
を
仰
さ
え
す
れ
ば
、
誰
で
も
容
易
く
作
る
こ
と
が
で
き
た
ι

生
産
の
総
て
の

セ
ン
タ
ー
を
首
局
に
よ
り
統
制
す
る
の
は
、
全
く
不
可
能
で
あ
っ
た
。
酒
の
専

頁
へ
の
官
に
よ
る
千
奥
は
、
か
く
て
全
慢
的
に
は
、
と
く
に
大
都
市
l
賀
行
し

た
と
し
て
も
禁
制
の
生
産
と
販
百
を
統
制
す
る
の
は
行
質
的
に
不
可
能
で
あ
っ

た
に
迎
い
な
い
所
ー
で
は
失
敗
と
し
て
直
べ
ら
れ
よ
う
£
φ

茶
税
4

唐
代
に
お

け
る
茶
の

R
自
の
驚
く
べ
き
増
大
は
、
す
で
に
或
る
れ
肢
の
閥
心
を
ひ
い
て
い

た
。
茶
の
前
人
は
、
信
用
局
替
方
式
の
経
連
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
、

そ
し
て
、
地
方
脱
力
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
ν

機
酒
銭
の
ば
あ
い
同
様
、

こ
の
管
思
の
必
初
の
引
き
は
、
七
八

O
年
の
財
政
危
機
の
際
に
緊
急
針
策
と
し

て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

第
阿
章
「
通
貨
と
信
用
取
引
」
。
仰
統
的
な
印
税
椀
原
理
の
内
に
商
人
の
震
に
取

っ
て
置
か
れ
た
低
位
置
に
も
拘
ら
ず
、
唐
代
に
お
い
て
商
業
が
金
々
重
要
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
課
税
に
お
け
る
張
調
度
の
礎
化
と
、
物
品
質
買
の
際
に
賦

課
さ
れ
た
間
接
税
の
大
崎
加
に
つ
い
て
以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
で

あ
る

u

こ
の
商
業
の
鎖
大
は
安
定
し
た
十
分
な
通
貨
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
政

府
は
、
こ
の
要
求
に
舷
え
同
時
に
銭
貨
の
鈴
造
の
劉
占
を
維
持
し
よ
う
と
試
み

た
の
で
あ
る
が
、
徒
傍
に
終
っ
た
。
多
銭
貨
の
製
造
多
鈎
銭
は
、
政
府
の
尽
に
確

保
さ
れ
た
特
椴
で
あ
っ
た
。
我
々
は
こ
れ
ら
多
く
の
造
幣
所
を
跡
づ
け
う
る
。

と
言
う
の
は
、
彼
等
が
鈴
銭
し
た
銭
の
喧
州
市
に
そ
の
名
前
を
鈴
て
あ
る
か
ら
。

以
前
に
も
時
に
造
幣
所
は
銭
の
裂
商
に
印
し
を
鋭
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
造
幣
所

の
極
印
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
比
定
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

錨
鋭
機
構
が
生
産
し
た
銭
貨
は
か
な
り
高
度
の
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
陪
末
に

お
け
る
通
貨
の
欣
態
は
混
飢
し
て
い
た
が
、
六
一
二
年
以
後
安
定
し
た
通
貨
を

備
え
る
箆
に
生
産
さ
れ
た
開
元
通
賢
銭
は
、
王
朝
を
通
じ
て
の
標
準
的
な
銭
貨

と
し
て
残
っ
た
。
公
式
に
鍛
造
さ
れ
た
こ
の
裂
の
銭
貨
の
重
さ
は
、
少
な
く
と

も
安
政
山
の
反
乱
ま
で
、
増
加
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
。
信
用
組
織
の
護
泣
多

唐
代
に
行
な
わ
れ
た
信
用
販
貿
に
は
三
つ
の
異
な
っ
た
方
途
が
あ
っ
た
。
そ
の

第
一
で
あ
り
最
も
有
名
な
の
は
、
い
わ
ゆ
る
飛
銭
あ
る
い
は
使
換
で
あ
っ
た
。

パ
ラ
ジ
ュ
氏
は
紙
幣
の
初
期
の
形
態
と
し
て
、
こ
の
軍
要
性
を
張
く
主
張
し

た
。
事
賞
、
飛
銭
は
一
一
穫
の
手
形
で
あ
っ
た
c

そ
の
設
迷
は
、
唐
朝
後
半
期
に
お

け
る
交
易
の
大
崎
加
と
前
額
に
都
合
の
よ
い
通
貨
の
不
足
か
ら
引
起
さ
れ
た
e

南
方
と
首
都
と
の
問
に
は
大
量
の
」
父
易
が
あ
り
、
そ
の
故
も
重
要
な
一

部
門
は

茶
の
交
回
初
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
九
世
紀
の
初
め
迄
に
は
、
こ
の
制
度
は
府
く
行

な
わ
れ
た
が
、
八

一
一
年
の
勅
令
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
。
こ
の
中
止
は
大
き

な
不
便
を
賛
ら
し
、
翌
年
、
同
じ
型
の
信
用
版
夜
、か
地
方
官
際
の
代
り
に
三
司

を
経
て
商
人
に
よ
り
作
ら
れ
る
の
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
袋
化
は
明
ら
か
に
、

こ
の
時
期
に
起
っ
た
、
地
方
政
拙
か
ら
の
中
央
財
政
官
廊
の
禅
限
回
復
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
他
の
信
用
手
段
の
型
式
は
、
楊
聯
伴
氏
が
百
円
0
5‘
Z
ロ
-E
と
呼

ん
だ
制
度
の
活
動
か
ら
起
っ
た
。
椴
坊
・
倣
柑
・
寄
附
舗
の
名
で
行
な
わ
れ
た
第

一
の
は
一
一
種
の
貴
重
品
保
管
商
命
円
で
あ
り
、
第
二
は
金
銀
舗
で
あ
っ
た
。
。
政

府
の
貨
幣
政
策
多
天
賓
の
初
め
、
銭
貨
は
か
な
り
良
質
で
あ
っ
た
。
し
か
し
僑

造
の
大
洪
水
が
再
び
勃
澄
し
た
。
今
度
は
、
首
都
か
ら
南
方
|
そ
こ
で
融
か
さ

れ
て
俄
銭
に
再
録
さ
れ
た
ー
へ
の
良
質
の
銭
貨
の
輸
出
の
際
に
入
り
組
ん
だ
e

俄
造
の
中
心
が
官
後
鈴
銭
の
中
心
地
で
あ
る
の
は
興
味
ぶ
か
い
。
そ
れ
ら
は

交
易
の
大
層
盛
ん
な
中
心
地
、
と
く
に
揚
州
で
あ
っ
た
。
通
貨
の
懸
史
に
お
け

る
新
し
い
時
代
は
、
七
八

O
年
の
賦
課
制
の
改
革
と
共
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
時

期
に
は
、
貨
幣
は
通
貨
の
主
要
な
形
態
と
し
て
可
成
り
の
基
礎
を
え
て
い
た
よ

う
に
見
え
る
。
金
井
氏
は
こ
れ
を
安
線
山
の
反
鋭
の
聞
に
政
府
の
調
布
が
紹
滅

し
た
こ
と
に
結
び
つ
け
る
が
、
私
は
む
し
ろ
、
そ
れ
は
祉
舎
の
自
然
的
な
経
済

設
展
の
結
果
で
あ
る
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
交
換
の
手
段
と
し
て
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の
布
の
不
利
は
既
に
七
三
四
年
の
殺
令
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
お
り
、
交
易

の
増
大
に
伴
な
っ
て
き
こ
れ
ら
は
も
っ
と
鋭
い
も
の
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

第
五
章
「
運
輸
制
度
」
。
漢
代
以
後
帝
園
の
経
済
の
重
心
は
次
第
に
西
北
地

方
か
ら
揚
子
江
地
方
に
移
っ
た
。
こ
の
現
象
は
、
二
つ
の
地
域
が
互
い
に
政
治

的
に
濁
立
し
て
い
た
六
朝
時
代
に
は
、
何
ら
の
行
政
上
の
困
難
を
衡
さ
な
か
っ

た
。
し
か
し
帝
園
が
惰
唐
治
下
に
再
び
統
一
さ
れ
た
時
、
国
家
の
政
治
的
戟
略

的
な
中
心
は
西
北
地
方
に
残
っ
た
が
、
生
産
の
最
も
重
要
な
地
域
は
河
南
と
准

水
・
揚
子
江
流
域
で
あ
っ
た
。
唐
の
行
政
に
と
っ
て
運
輸
制
度
を
大
層
重
要
た
ら

し
め
た
の
は
、
こ
の
情
勢
で
あ
っ
た
。
安
藤
山
の
反
蹴
の
勃
震
で
、
南
方
か
ら

の
供
給
と
首
都
へ
の
輪
迭
網
と
は
、
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
た
。
こ
の
輪
迭
に

よ
る
供
給
に
頼
る
こ
と
は
、
七
六
三
年
の
反
蹴
銀
座
と
共
に
怒
り
を
告
げ
な
か

っ
た
。
何
故
な
ら
、
こ
の
日
以
後
で
さ
え
、
多
く
の
地
方
政
植
は
、
特
に
東
北

に
お
い
て
、
学
自
治
櫨
と
し
て
残
り
、
長
安
政
府
に
租
税
を
差
出
さ
な
か
っ
た

か
ら
。
裂
耀
卿
・
劉
安
の
制
度
改
革
で
効
果
を
翠
げ
た
が
、
黄
巣
の
飢
以
後
に

は
、
あ
ら
ゆ
る
図
家
の
輪
迭
が
不
調
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
紹
介
し
た
五
章
は
、
こ
の
書
の
い
わ
ば
各
論
に
嘗
る
部
分
で
あ
り
、

次
の
第
六
章
が
総
論
に
首
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
構
成
が
、
こ
れ
迄
の
唐
代
財

政
に
閲
す
る
唯
一
の
専
著
、
鞠
消
遠
氏
「
唐
代
財
政
史
」
の
構
成
(
雨
税
法
以

前
之
賦
税
・
雨
税
法
・
専
一
頁
一
牧
入
・
官
業
収
入
奥
税
商
・
特
種
収
支
・
財
務
行

政
の
六
章
か
ら
な
る
)
に
ほ
ぼ
治
い
つ
つ
、
若
干
の
出
入
り
が
あ
る
の
は
、
こ

の
書
が
原
来
、
沓
唐
書
食
貨
志
詳
注
に
劃
す
る
序
論
と
し
て
書
か
れ
た
に
由
来

す
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
食
貨
志
は
総
序
・
田
制
・
雨
税
・
銭
法
・
盤
法

・
漕
運
・
倉
康
・
格
酷
の
記
述
か
ら
成
る
。
本
書
の
構
成
は
、
唐
代
財
政
史
の

叙
述
と
し
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
り
安
嘗
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
e

そ

の
内
容
は
、
以
上
の
要
約
か
ら
も
そ
の
一
斑
は
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
根
本
史

料
を
駆
使
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
最
近
に
至
る
ま
で
の
、
欧
米
・
中
間
と
く
に

我
が
園
事
者
の
研
究
業
績
を
縦
横
に
利
用
し
た
優
れ
た
成
果
で
、
一

O
九
九
も

の
豊
富
な
附
注
を
伴
な
っ
て
お
り
、
後
で
紹
介
す
る
附
録
と
相
侯
っ
て
、
二
十

年
前
の
鞠
氏
の
著
に
比
べ
て
質
量
を
お
格
段
の
進
歩
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
特
に
氏
名
を
事
げ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
日
本
の
皐
界
の
遁
識
が
採
用
さ

れ
て
い
る
の
は
、
ご
同
慶
の
至
り
で
あ
る
。
著
者
は
、
わ
が
園
事
者
の
研
究
を

無
批
剣
に
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
取
る
べ
き
黙
は
取
り
、
駁
す
べ
き
際
に
は

駁
し
て
い
る
。
た
だ
、
全
脇
田
と
し
て
は
従
っ
て
い
る
場
合
の
方
が
多
く
、
そ
れ

は
著
者
自
ら
認
め
る
所
で
あ
る
。
勿
論
、
新
見
解
も
多
々
み
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
字
文
融
の
括
戸
政
策
・
銭
貨
の
極
印
の
比
定
・
酒
の
専
賀
に
つ
い
て
等
の

記
述
が
そ
れ
で
あ
る
。
新
見
解
の
中
に
は
、
安
嘗
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
も

時
に
は
あ
る
。
ト
ル
フ

7
γ

で
笈
見
さ
れ
た
文
書
断
片
が
永
業
回
の
二
つ
の
タ

イ
プ
を
匡
別
し
一
つ
を
常
国
・
他
を
部
田
と
呼
ぶ
が
、
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
十

分
満
足
す
べ
き
解
稗
は
奥
え
ら
れ
て
い
な
い
、
と
し
て
、
「
常
田
と
は
相
績
さ

れ
た
土
地
か
買
入
れ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
、
と
私
は
思
う
。
部

田
と
は
多
分
、
一
般
的
な
水
準
に
そ
の
所
有
を
高
め
る
震
に
官
麟
に
よ
っ
て
割

り
韓
国
て
ら
れ
た
例
外
的
な
永
業
団
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
が
、
常
国
は
通
常
田
で

あ
り
部
凶
は
倍
回
で
あ
る
と
す
る
方
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
に
も
拘
ら
ず
、
質

詮
的
研
究
に
満
ち
、
穏
笛
な
見
解
が
本
書
の
全
慢
を
貫
い
て
い
る
、
と
言
い
え

よ
う
。
ち
な
み
に
、
著
者
は
阻
屯
創
設
の
年
月
は
金
井
説
に
従
が
わ
れ
、
金
井

氏
は
河
中
安
の
名
稀
を
手
が
か
り
に
考
詮
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
年
次
を

開
元
九
年
と
明
示
す
る
資
料
に
大
唐
新
語
指
世
間
の
記
事
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
こ
う
。

第
六
章
「
財
務
行
政
」
。
唐
代
に
お
け
る
財
務
行
政
の
歴
史
は
、
は
っ
き
り
と

三
つ
の
主
要
な
時
期
に
分
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
王
朝
の
初
め
か
ら
七
二

O
年
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ま
で
縦
く

ω

第
二
は
七
二
O
年
か
ら
七
五
五
年
の
安
線
山
の
反
飢
ま
で
、
第
三

は
も
っ
と
小
分
で
き
る
か
も
し
れ
ぬ
が
|
、
こ
の
時
か
ら
王
朝
の
終
り
迄
で

あ
る
。
最
初
の
時
期
は
、
先
行
す
る
北
朝
い
ら
い
採
用
さ
れ
た
か
な
り
原
始
的

な
制
度
の
持
綴
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
。
第
二
の
時
期
に
は
、
制
度
は
あ

る
程
度
合
理
化
さ
れ
、
専
門
化
し
た
官
邸
の
全
般
的
な
成
長
に
よ
っ
て
噌
補
さ

れ
た
。
三
番
目
の
時
期
に
は
、
財
務
管
理
の
専
門
化
が
一
層
進
展
し
、
こ
れ
ら

の
専
門
化
し
た
官
艇
と
中
央
政
府
の
正
規
の
機
闘
と
の
聞
に
緊
張
紋
態
が
お
き

た
。
同
時
に
、
中
央
政
府
は
歳
入
管
理
の
た
め
に
地
方
勢
力
と
紹
え
間
の
な

い
戟
い
を
交
え
た
の
で
あ
っ
た
。
二
ハ
一
八
|
七
二
O
年
の
時
期
。
前
代
か
ら

受
緩
い
だ
財
政
機
構
は
殆
ん
ど
専
門
化
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
運
輸
や
鋳
銭

や
殺
似
の
操
作
等
の
ご
と
き
専
門
的
な
技
術
の
要
求
さ
れ
る
多
く
の
職
務
は
、

既
に
多
く
の
他
の
責
任
を
過
度
に
負
錆
さ
せ
ら
れ
て
い
る
地
方
官
艇
の
手
に

残
さ
れ
た
。
。
七
二
O
|
七
五
五
年
の
時
期
。
こ
の
時
期
に
は
、
一
つ
に
は
園

家
経
済
の
復
雑
さ
の
増
大
の
結
果
と
し
て
、
一
つ
に
は
純
粋
に
政
治
的
な
要
因

'
め
結
果
と
し
て
、
一
連
の
財
政
専
門
家
が
、
職
階
組
織
に
お
け
る
何
ら
の
常
設

の
地
位
を
も
通
さ
ず
に
、
使
と
い
う
臨
時
の
任
命
に
よ
っ
て
行
使
す
る
出
駒
大
な

槽
限
を
輿
え
ら
れ
た
@
こ
れ
ら
の
人
々
は
行
政
の
型
を
あ
る
程
度
費
え
は
し
た

が
、
古
い
機
構
は
存
在
し
機
能
し
つ
づ
け
た
。
何
故
な
ら
、
補
佐
の
職
員
を
も

っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
等
の
職
務
は
本
質
的
に
現
存
す
る
職
務
を
効
果
的
に
整
合

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
。
こ
れ
に
劃
す
る
唯
一
の
例
外
は
運
輸
に
封
す
る
諸

使
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
を
通
じ
て
、
諸
使
と
御
史
肇
と
の
聞
に
密
接
な
関

係
が
あ
る
。

.
7
I
P
ィ
プ
ラ

γ
F
氏
が
提
出
し
た
よ
う
に
、
字
文
融
と
彼
の
後

継
者
連
へ
の
臨
時
の
檎
力
の
賦
輿
は
、
単
に
財
政
面
で
能
率
を
高
め
る
試
み
以

上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
科
摩
制
度
を
経
て
上
昇
し
て
き
て
い
た
新
官
僚
居
の
増

大
し
つ
つ
あ
る
カ
を
、
そ
れ
ら
の
経
済
力
の
根
本
そ
の
も
の
に
打
撃
を
奥
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
抑
制
し
よ
う
と
す
る
醤
闘
中
貴
族
に
よ
る
試
み
で
あ
り
、
字
文

融
の
時
代
に
お
け
る
貴
族
窯
の
一
中
心
地
が
御
史
立
で
あ
っ
た
。
多
第
一
一
一の
時

期
ク
安
磯
山
の
反
乱
の
勃
震
は
、
全
く
新
し
い
行
政
の
時
期
の
開
始
を
意
味
し

た
d

財
政
面
に
お
い
て
こ
れ
は
特
に
事
貨
で
あ
っ
た
。
地
方
に
お
け
る
管
理
の

康
範
な
衰
退
は
、
課
税
徴
牧
を
管
理
す
る
慶
大
な
特
椴
を
も
っ
た
諮
使
の
任
命

を
導
い
た
。
玄
宗
朝
に
そ
の
始
ま
り
を
み
た
財
政
に
お
け
る
専
門
職
化
へ
の
傾

向
は
、
維
持
さ
れ
強
化
さ
れ
た
。
最
初
に
は
戸
部
と
そ
れ
に
従
属
す
る
役
所
に

よ
っ
て
運
用
さ
れ
た
中
央
の
財
務
行
政
が
、
八
世
紀
初
頭
以
後
一
専
門
化
さ
れ
た

行
政
機
闘
の
出
現
に
よ
っ
て
完
全
に
縫
化
さ
せ
ら
れ
た
。
八
九
世
紀
聞
に
お
け

る
中
央
の
財
務
行
政
の
幾
化
は
重
要
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
行
政
組
織
に
お

け
る
最
大
の
交
替
は
、
地
方
行
政
に
お
い
て
起
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
a

以
上
が
、
本
書
の
総
論
の
位
置
を
占
め
る
第
六
章
の
要
旨
で
あ
る
。
著
者
は

唐
代
の
財
務
行
政
史
の
時
期
匝
分
に
財
務
諸
使
の
出
現
を
最
大
の
要
素
と
し
て

取
上
げ
て
い
る
が
、
筆
者
も
嘗
っ
て
三
司
使
の
成
立
を
考
察
し
た
際
、
ほ
ぼ
同

じ
結
論
に
到
達
し
た
。
従
っ
て
、
そ
の
貼
に
闘
し
て
は
異
論
は
な
い
、
が
、
五
代

宋
へ
の
見
通
し
を
も
っ
た
永
い
限
で
眺
め
れ
ば
、
著
者
の
言
う
第
二
の
時
期
を

態
々
取
上
ぐ
べ
き
や
否
や
。
車
な
る
過
渡
期
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
又
、
使
職
と
憲
官
と
が
密
接
な
閥
係
の
あ
っ
た
の
は
事
質
で
あ
る
が
、
著

者
の
如
く
、
奮
闘
中
貴
族
と
の
強
固
な
結
び
つ
き
を
想
定
す
る
の
に
は
、
疑
い

な
し
と
し
な
い
。
財
政
諸
使
の
み
な
ら
ず
藩
銀
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
諸
使
僚
岡
崎

が
、
概
ね
窓
官
を
帯
び
、
柳
宗
元
や
胡
三
省
が
言
う
ご
と
く
、
寄
線
官
・
階
官

の
意
味
を
も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

附
録
は
大
き
く
五
つ
に
分
け
ら
れ
、
各
々
が
ま
た
小
分
さ
れ
る
。
内
容
は
、

著
者
が
本
文
執
筆
に
際
し
て
利
用
し
準
備
し
た
根
本
資
料
の
英
謬
が
大
部
分
を

占
め
る
が
、
自
序
に
も
断
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
沓
唐
書
食
貨
志
は
含
ま
れ
て
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い
な
い
・
附
録
I
|
V
は
、
本
文
の
第
一
章
が
ら
第
五
章
の
各
章
に
封
由
服
す
る

よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

附
録
I
。
土
地
保
有
に
関
す
る
史
料
か
ら
な
る
。
そ
の
川
は
、
「
田
令
の
断

章
」
。
仁
弁
困
陸
氏
の
名
箸
「
唐
令
拾
遺
」
に
復
元
さ
れ
た
回
令
の
各
篠
の
傑
文

と
依
緩
資
料
と
の
忠
賞
な
謬
。
た
だ
し
、
全
面
的
に
唐
令
拾
遣
に
従
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
第
三
九
篠
を
省
き
、
三
甲
僚
の
末
の
部
分
を
省
く
外
、
六
-

十
三
・
十
五
の
各
篠
で
は
甲
を
省
き
乙
で
代
表
さ
せ
て
お
り
、
三
十
僚
で
は
、

「
下
蘇
六
頃
」
の
箇
所
を
唐
六
奥
に
従
が
い
「
中
下
蘇
六
頃
」
と
し
て
、
課
し

て
い
る
。
そ
の

ωは
唐
律
疏
議
の
容
十
二
の
末
か
ら
径
十
三
の
初
め
の
係
、
即

ち
、
ニ
ハ
一
ニ
一
六
七
僚
の
律
文
と
疏
識
と
の
課
。

附
録
E
。

ω
「
賦
役
令
の
断
章
」
@
「
唐
令
拾
遺
」
賦
役
令
の
各
傑
の
課
。
髄

裁
は
回
令
の
場
合
に
同
じ
。
第
五
僚
の
「
除
程
糧
外
、
各
唯
役
費
私
綬
」
を
新

訂
増
補
闘
史
大
系
本
に
従
が
い
、
「
除
程
糧
外
、
各
准
役
目
費
私
糠
」
に
改

め
、
六
僚
の
「
上
戸
丁
税
銭
十
文
」
を
六
奥
に
従
が
い
「
上
戸
丁
税
銀
銭
十

文
」
に
改
め
て
剖
押
す
が
、
後
者
の
慮
置
は
疑
問
で
あ
る
。
間
「
戸
部
式
の
断

章」。

ω
「
戸
部
格
の
断
章
」
。
共
に
向
氏
六
帖
事
類
集
な
ど
か
ら
数
傑
づ
っ
復

元
し
て
謬
し
た
も
の
。
仁
井
田
氏
の
扱
わ
れ
た
ス
タ
イ
ソ
文
書
の
戸
部
格
は
省

か
れ
て
い
る
。
川
刊
「
天
資
期
の
園
家
財
政
に
闘
す
る
社
佑
の
見
積
」
。
遁
典
出
世

六
の
該
嘗
部
分
の
評
。

ω
「
雨
税
改
革
に
闘
す
る
文
書
」
。
①
楊
炎
の
上
奏
文

②
七
八

O
年
一
月
五
日
の
赦
文
①
同
二
月
の
救
①
同
二
月
十
一
日
の
起
請
係
、

の
課
か
ら
な
る
。
同
「
雨
税
下
の
蘇
州
の
賦
課
負
搭
額
」
。
陸
底
微
の
呉
地
記

か
ら
表
示
し
た
。

附
録
E
。

ω
「
盟
専
賓
の
改
革
案
に
封
す
る
韓
愈
の
論
」
。
す
な
わ
ち
韓
昌

勅
歌
集
告
四
十
「
論
幾
堕
法
事
宜
吠
」
の
全
課
。

ω
「
盛
生
産
に
関
す
る
資
料
」
。

①
新
麿
番
地
理
志
・
②
新
唐
蓄
食
貨
士
山
・
③
通
曲
円
借
世
十
の
該
嘗
個
所
の
謀
。

ω
「
八
四
五
年
に
創
立
さ

附
録
W
。
川
「
八
四
五
年
以
前
の
鋳
鎗
所
表
」
。

れ
た
鋳
銭
所
表
」
。

附
録
V
。

ω
「
運
河
の
コ

i
ス
」
。
①
休
河
②
山
陽
演
③
江
南
河
①
永
済
渠

に
つ
い
て
叙
述
し
た
も
の
。
附
「
倉
庫
令
の
断
章
」
。
「
唐
令
姶
遺
」
倉
庫
令

の
各
傑
の
課
。

ω
「
七
四
九
年
の
倉
貯
」
。
通
典
曾
十
二
の
該
嘗
僚
を
表
示
し

た
も
の
で
、
⑧
首
都
の
諸
色
線
糧
⑮
和
嫡
⑤
七
四
九
年
の
地
方
の
倉
貯
、
の
一
一
一

表
か
ら
な
る
。

以
上
が
附
録
の
全
容
で
あ
る
。
こ
れ
を
讃
む
と
、
木
書
の
執
筆
が
高
金
の
用

意
の
下
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
、
容
易
に
知
り
う
る
。
附
録
の
大
部
分
を
占
め
る

翻
諾
を
、
原
史
料
と
封
照
し
つ
つ
讃
ん
だ
結
果
、
明
ら
か
な
誤
謬
を
指
摘
す
る

の
は
可
成
り
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
中
国
語
の
讃
解
力
が
優
れ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
日
本
語
に
堪
能
で
あ
る
に
由
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
誇

文
は
今
後
、
欧
米
で
大
い
に
利
用
さ
れ
る
と
議
想
し
う
る
の
で
、
気
。
す
い
た
課

課
を
二
三
指
摘
し
て
お
こ
う
。
「
要
害
守
捉
、
少
置
人
数
」
・
「
要
害
守
捉
、

人
数
至
多
」
を
「
要
害
は
守
捉
さ
れ
る
」
と
咽
押
し
て
い
る
が
こ
六
九
頁
)
、

「
要
害
と
守
捉
に
は
」
と
課
す
べ
き
で
あ
る
。
新
唐
書
兵
志
に
「
唐
初
兵
之
成

過
者
、
大
日
軍
、
小
臼
守
捉
、
日
城
、
日
銀
」
と
あ
る

Q

「
逓
相
影
占
」
を

日
町
三

5
2
5ロロ叩『
C

円
。
ロ
巾
同
ロ
2
7
2
と
調
押
す
が
(
同
頁
)
、
「
影
占
」
は
一

七
二
頁
で
司
8
5
2
5ロ
と
課
さ
れ
た
「
影
庇
」
と
同
じ
，
意
味
で
あ
る
。

「並

節
級
有
賞
罰
」
の
節
級
を
志
向
門
司

DEn-mr
と
棚
押
す
が
(
一
七
八
頁
)
、
こ

の
場
合
は
「
笥
次
に
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
わ
が
園
の
文
献
を
最
大
限
に
利
用
し

た
の
が
本
書
の
特
色
で
あ
り
讃
辞
を
惜
し
ま
な
い
が
、
逆
に
そ
れ
が
繭
い
と
な

っ
た
例
を
一
つ
翠
げ
よ
う
。
参
考
文
献
に
よ
る
と
(
三
四
三
頁
)
、
著
者
は
唐

律
疏
議
は
岱
南
閣
議
書
本
を
使
わ
れ
た
如
く
に
見
え
る
が
、
少
な
く
と
も
翻
認

の
際
に
は
岱
南
関
本
は
参
照
さ
れ
て
お
ら
ず
、
恐
ら
く
日
本
官
版
を
使
用
さ
れ
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た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。
そ
の
震
に
、
一
六
六
傑
の
疏
議
の
末
の
「
宙
子

及
買
地
之
財
、
並
入
地
主
L

の
館
所
を
「
苗
子
並
入
地
主
」
に
謀
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
り
、
岱
南
関
本
に
従
え
ば
、
田
令
拾
法
第
十
七
係
と
も
紙
鰯
し
な
い

で
済
ん
だ
筈
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
官
阪
に
従
が
っ
た
結
果
、
ニ
ハ
三
・
六

五
の
雨
僚
で
は
岱
南
閣
本
の
繰
り
を
踏
襲
し
な
い
で
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
あ

る
が
。
な
お
、
唐
令
姶
遺
等
の
翻
詳
の
際
、
不
注
意
に
よ
る
誤
り
が
若
干
あ
る

の
で
、
附
加
し
て
お
く
。
問
令
捨
選
第
四
位
保
(
本
書
一
一

一六
頁
)
の

「
悶
公
若

職
事
官
従
二
品
各
三
十
五
頃
」
は
「
闘
公
若
職
事
官
正
二
品
各
四
十
頃
、
郡
公

若
職
事
官
従
ニ
ロ
間
各
三
十
五
頃
」
に
、
第
三
二
係

(
一
三
三
頁
)
の
「
八
品
二

頃
、
九
品
一
頃
五
十
畝
L

の
初
め
の
方
は
「
八
品
三
頃
、
九
ロ
間
二
頃
五
十
畝
」

に
、
賦
役
令
拾
遣
の
第
一
係
(
一
四

O
頁
)
の
「
租
粟
一
石
L

は
「
租
粟
二

石
」
に
(
こ
れ
は
大
き
な
ミ
ス
で
あ
る
)
、
十
五
篠
(
一
四
五
頁
)
の
「
九
千

里
外
」
は
「
千
里
外
L

に
、
十
七
篠
(
同
頁
)
の
「
夷
猿
」
は
「
夷
秋
L

に、

二
十
篠
(
一
四
六
頁
)
の
「
全
文
武
職
事
官
」
は
「
文
武
職
事
官
三
品
以
上
」

に
、
天
賓
中
の
計
帳
戸
「
八
二
O
徐
蔀
」
(
一
五
三
頁
)
は
「
八
九

O
徐
荷
」

に
、
「
朔
方
八
十
高
L

(

一
五
五
頁
)
は
「
朔
方
・
河
西
各
八
十
高
」
に
、
夫

々
直
し
て
掴
評
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
三
三
八
頁
の
注
六
四
で
右
司
邸

中
の
官
を
比
定
し
え
な
い
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
角
川
書
都
省
の
官
で
あ

る
。
附
録
に
つ
い
て
最
後
に
笠
濁
の
一
一
一
一
口
を
陳
ね
る
と
、
唐
令
拾
遺
中
の
財
政
闘

係
の
諸
篠
を
か
く
も
大
幅
に
帯
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
序
で
に
戸
令
中
の
閥
係

係
文
(
例
え
ば
戸
令
拾
遺
の
第
六
|
十
一
、
そ
れ
に
一

二

・二

二
の
諸
係
)
を

も
取
上
げ
て
託
金
を
期
し
て
裁
き
た
か
「
た
と
思
う
。

著
者
に
よ
る
搬
出
麿
寄
食
貨
士
山
都
注
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
恐
ら
く
、
加

藤
繁
氏
に
よ
る
謬
注
に
準
撤
し
た
手
堅
い
著
作
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
最
近
、
教

爆
ト
ル
フ
ァ
ソ
文
書
に
興
味
を
抱
き
、
本
書
で
扱
っ
た
よ
り
も
下
部
の
財
政
や

土
地
政
策
に
つ
い
て
研
究
し
、
本
書
の
綴
篇
を
書
く
意
図
が
あ
る
そ
う
で
あ

る
。
パ
ラ
ジ
ュ
氏
の
急
逝
に
接
し
た
現
在
、
欧
米
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
祉
曾

経
済
史
研
究
者
と
し
て
の
著
者
の
今
後
に
期
待
す
る
所
、
け
だ
し
大
な
る
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
本
書
に
も
大
い
に
活
用
さ
れ
た
「
唐
令
拾
遺
」

は
我
々
の
座
右
の
書
で
あ
る
べ
き
筈
な
の
に
、
そ
う
で
な
い
現
質
。
再
版
を
鶴

首
し
て
待
つ
の
は
筆
者
一
人
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
(
磁
波
護
)

n
d
 


