
た
が
、
こ
れ
は
諸
坊
の
隅
角
に
防
火
用
の
望
績
を
つ
く
り
こ
れ
を
中
心
と
し
た

消
火
匿
域
が
行
政
直
劃
に
設
展
し
て
痛
に
代
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
の

ち
主
と
し
て
南
方
各
地
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
本
書
の
内
容
の
き
わ
め
て
粗
雑
な
紹
介
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
著
者

の
民
意
を
誤
っ
て
縛
え
、
重
要
な
貼
を
見
の
が
し
た
こ
と
も
少
く
な
い
か
と
思

う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
ひ
と
え
に
わ
た
く
し
の
能
力
、
が
不
充
分
な

た
め
で
あ
っ
て
、
著
者
ば
か
り
で
は
な
く
護
者
に
も
深
く
お
わ
び
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
終
り
に
讃
了
し
た
結
果
、
心
に
残
っ
た
こ
と
を
少
し
ば
か
り
あ
げ

て
著
者
の
数
え
を
仰
、ぎ
た
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
目
本
の
傑
夏
制
は
明
ら
か
に

中
国
に
な
ら
っ
た
も
の
で
、
古
代
中
園
に
は
肝
陪
の
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
、が
、
日
本
の
篠
里
集
落
の
よ
う
な
も
の
が
は
た
し
て
中
園
に
も
あ
っ
た

か
ど
う
か
。
な
か
っ
た
と
い
う
設
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
の
か
。
ま
た
新
し

い
と
こ
ろ
で
は
、
一
砿
曾
率
的
、
地
理
摩
的
に
調
査
さ
れ
た
現
賓
の
集
落
か
ら
さ

か
の
ぼ
っ
て
、
そ
の
歴
史
的
獲
遜
や
地
方
的
特
徴
を
し
ら
べ
る
考
慮
も
必
要
で

は
な
い
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
わ
た
く
し
ど
も

後
皐
に
稼
せ
ら
れ
た
問
題
で
も
あ
っ
て
、
本
書
を
こ
そ
手
が
か
り
と
し
て
研
究

を

進

め

て

行

か

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

(

日

比

野

丈

夫

)

東
洋
枇
合
同
経
済
史
序
説

今

誠

著

堀
京
都

S11 

昭
和
三
十
八
年
九
月

A
5剣
二

O
二
頁

東
洋
の
枇
曾
経
済
史
を
概
括
的
に
と
り
あ
っ
か
「
た
書
物
が
、
皐
界
に
提
示

柳
原
書
庖

さ
れ
た
の
は
久
し
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
編
集
委
員
曾
が
こ
の
書
物
の
批
評
・

紹
介
を
わ
た
く
し
に
依
託
さ
れ
た
の
は
、
数
年
前
に
明
清
時
代
の
吐
曾
経
済
史

研
究
の
動
向
を
ま
と
め
た
さ
い
に
、
わ
た
く
し
が
本
書
の
著
者
今
姻
誠
二
氏
の

「
共
同
纏
」
論
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
り
(
本
誌
二

O
ノ
一
)
、
ま
た
最
近
は

わ
た
く
し
自
身
が
土
地
問
題
研
究
へ
接
近
す
る
最
初
の
試
み
と
し
て
苅
仲
施
設

置
の
義
荘
の
嬰
遷
を
た
ど
っ
た
さ
い
に
、
ふ
た
た
び
宋
代
い
ご
の
共
同
慢
に
つ

い
て
風
見
を
の
べ
た
こ
と
か
ら
(
本
誌
一
一
一
の
四
て
中
国
に
お
け
る
共
同
僅

純
愛
の
線
括
的
絞
述
を
中
心
と
す
る
本
書
に
よ
っ
て
、
わ
た
く
し
の
共
同
髄
論

へ
の
関
心
を
さ
ら
に
啓
渡
し
て
や
ろ
う
、
と
の
ご
親
切
に
よ
る
も
の
で
あ
る

久
ノ
。

今
堀
氏
は
中
国
の
共
同
飽
研
究
に
お
い
て
つ
と
に
著
名
で
あ
る
が
、
民
の
共

同
種
研
究
へ
の
確
信
が
日
中
戦
宇
中
の
中
園
留
事
嘗
時
に
お
け
る
、
か
の
地
で

の
償
験
に
ふ
か
く
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
氏
は
序
文
で
回
践
的
に
明
か
に
さ
れ

て
い
る
。

本
書
は
中
国
の
共
同
健
論
に
お
い
て
す
で
に
先
騒
的
業
績
を
世
に
関
わ
れ
て

き
た
今
堀
氏
が
、
今
度
補
訂
さ
れ
た
銃
県
民
表
の
論
文
六
篇
と
新
た
に
書
き
加
え

ら
れ
た
二
篇
を
そ
れ
ぞ
れ
一
章
と
し
、
金
八
章
を

一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
通
讃
し
て
み
て
こ
の

λ
章
は
三
部
に
分
か
た
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
と
思
う
。
第
一
、
二
章
が
胃
頭
部
で
、
著
者
は
第
一
章
ア
ジ
ア
研
究
史
に
お

い
て
「
ア
ジ
ア
と
は
何
か
」
と
設
問
さ
れ
、
フ
ラ

γ
ス
啓
蒙
思
想
家
か
ら
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ
I
に
至
る
諸
事
訟
を
批
列
さ
れ
た
の
ち
、
こ
の
疑
問
を
ひ
き

つ
い
で
、
第
二
章
ア
ジ
ア
史
の
基
本
問
題
に
お
い
て
著
者
み
ず
か
ら
の
基
本
課

題
を
設
定
さ
れ
る
。
第
二
部
は
第
三
、
四
、
五
の
三
章
で
、
こ
こ
で
著
者
は
第

一
章
村
務
「
共
同
健
」
に
お
い
て
秦
漢
か
ら
清
朝
ま
で
つ
づ
い
た
中
華
帝
闘
二

千
年
の
祉
曾
基
盤
と
し
て
の
村
落
共
同
種
の
展
開
諸
段
階
を
村
氏
族
共
同
館
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1
l
l
v
口
古
代
的
村
落
共
同
種
1
l
l
v
同
封
建
的
村
落
共
同
捜
1
l
l
v
伺
村
落
共
同
種

の
解
鐙
、
と
段
階
を
お
っ
て
叙
越
し
、
第
四
章
中
世
吐
曾
の
構
造
と
権
力
に
お

い
て
国
の
段
階
を
、
第
五
章
東
洋
的
生
産
と
資
本
主
義
に
お
い
て
伺
の
段
階
を

そ
れ
ぞ
れ
濁
立
し
た
各
章
と
し
て
叙
述
し
補
強
さ
れ
る
。
共
同
種
の
解
穏
過
程

は
同
時
に
資
本
主
義
生
産
様
式
の
旺
胎
・
設
展
の
過
程
で
も
あ
る
。
最
後
の
第

三
部
で
は
第
六
章
ギ
ル
ド
シ
ス
テ
ム
、
第
七
章
ジ
ャ

l

ュ
1
7
γ

ギ
ル
ド
、
第

八
章
近
代
資
本
主
義
と
合
彩
の
各
章
に
お
い
て
、
封
建
的
村
落
共
問
題
と
な
ら

ん
で
中
園
封
建
枇
曾
の
基
盤
を
な
し
た
ギ
ル
ド
の
分
析
と
、
そ
の
解
趨
過
程
に

登
場
す
る
ジ
布
ユ

1
7
γ
(
職
人
)
ギ
ル
ド
の
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
し
て

お
そ
ら
く
は
中
園
に
お
け
る
原
蓄
過
程
の
分
析
を
意
識
し
て
最
終
の
章
で
合
移

が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

a

に
見
て
く
る
と
き
本
書
の
構
成
は
、
き

わ
め
て
線
括
的
に
し
て
論
理
的
で
あ
る
鮎
が
ま
ず
注
目
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で

わ
た
く
し
は
著
者
が
ア
ジ
ア
史
研
究
の
基
本
課
題
を
説
い
た
第
一
部
の
検
討
を

あ
と
ま
わ
し
に
し
て
、
早
速
、
本
書
の
論
理
的
根
幹
部
分
を
な
す
第
二
部
の
紹

介
に
入
り
た
い
と
思
う
。

著
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
村
落
共
同
値
の
設
展
各
段
階
の
諸
特
徴
と
、
首

該
段
階
が
世
界
史
の
設
展
段
階
に
占
め
る
位
置
づ
け
と
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ

る
(
以
下
の
ま
と
め
は
主
と
し
て
第
三
章
に
よ
る
が
、
第
四
、
五
章
か
ら
援
用

す
る
と
き
に
は
頁
数
を
註
記
す
る
)
。

て
民
族
(
邑
)
共
同
慢
段
階
U
殿
周
時
代
(
古
代
前
期
|
|
九
一
頁
)

こ
の
時
代
、
諸
侯
(
種
族
)
が
土
地
の
所
有
者
で
あ
っ
た
。
種
族
が
基
盤
に

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
民
族
共
同
趨
は
「
邑
(
居
住
地
)
を
中
心
と
し
て
一

定
規
模
の
耕
作
地
を
も
ち
、
農
耕
作
業
も
民
族
が
、
共
同
で
行
な
っ
て
い
た
。
」

ま
た
「
民
族
は
耕
地
の
外
に
牧
郷
地
・
田
猟
地
を
も
っ
て
お
り
、
牧
畜
・
狩
猟

も
民
族
、
が
共
同
で
営
ん
だ
。
」

邑
共
同
慢
は
「
ア
ジ
ア
的
共
同
種
に
比
較
す
る
こ
と
が
有
盆
で
あ
る
」
が
、

共
同
鑓
に
よ
る
土
地
共
有
、
家
族
に
た
い
す
る
土
地
分
配
の
さ
い
に
お
け
る
賀

質
的
卒
等
の
原
則
の
貼
で
は
雨
者
「
相
似
た
篠
件
に
あ
っ
た
」
と
は
い
え
、

邑
共
同
種
で
は
「
労
働
要
具
の
私
的
所
有
、
へ
レ
デ
ィ
ウ
ム
(
家
族
に
よ
り

永
鎖
的
に
私
的
占
取
さ
れ
る
宅
地
・
庭
畑
地
)
の
存
在
、
分
有
地
の
濁
立
性
な

ど
が
す
べ
て
明
か
で
な
く
:
・
:
原
始
共
同
慢
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ

る。」二
、
古
代
的
村
落
(
皇
)
共
同
鰻
段
階

U
春
秋
戟
園
l
階
唐
(
古
代
後
期

|
|
九
一
頁
)

春
秋
戦
闘
時
代
が
里
共
同
種
成
立
へ
の
過
渡
期
で
あ
る
。
春
秋
い
ご
鍛
黙
の

利
用
に
よ
る
新
農
耕
地
(
「
公
団
」
)
が
開
墾
さ
れ
た
が
「
戦
闘
の
七
維
な
と
専

制
君
主
の
私
有
地
と
な
っ
た
の
で
、
山
林
薮
揮
の
一
半
は
氏
族
の
所
有
か
ら
君

主
の
家
庭
に
移
さ
れ
た
。
」
一
方
銭
製
農
具
、
牛
耕
、
準
の
普
及
に
よ
る
「
新

し
い
生
産
力
は
邑
共
同
躍
の
解
髄
を
促
し
、
直
接
生
産
者
は
相
封
的
に
解
放
さ

れ
て
い
っ
た
。
」
か
く
し
て
氏
族
共
同
値
の
う
え
に
立
っ
た
周
に
か
わ
っ
て

「
渠
道
の
開
設
に
最
も
努
力
し
た
秦
が
最
初
の
中
華
帝
闘
を
作
り
」
、
「
こ
れ
と

共
に
中
圏
全
慢
が
村
落
共
同
種
の
段
階
に
移
行
し
た
。
」

里
は
原
則
と
し
て
四
園
に
土
壁
を
め
ぐ
ら
す
集
村
で
、
「
一
位
」
を
中
心
と
す

る
祭
紀
共
同
趨
で
も
あ
る
が
、
「
ほ
と
ん
ど
自
給
自
足
が
可
能
な
ほ
ど
絡
済
閣

と
し
て
も
高
度
な
ま
と
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
」
里
共
同
髄
は
「
『
大
家
族
』
に

な
、
ぞ
ら
え
た
吐
曾
態
制
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
」
た
家
の
集
合
趨
で
、
土
豪
・
豪

侠
・
豪
族
な
ど
と
い
わ
れ
た
大
土
地
所
有
者
H

「
父
老
」
が
里
の
指
導
層
と
し

て
佃
客
(
小
作
人
)
・
小
農
民
な
ど
の
「
子
弟
」
層
に
家
父
長
的
専
制
楢
力
を

ふ
る
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
「
村
民
の
生
活
を
保
護
す
る
た
て
ま
え
を
と
っ
て

い
た
」
の
で
、
井
田
制
設
に
仮
託
さ
れ
た
ご
と
く
「
村
落
の
土
地
利
用
に
お
い
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て
村
民
に
卒
等
な
権
利
を
奥
え
て
い
た
。
」

里
を
細
胞
と
し
て
成
立
し
た
園
家
権
力
が
「
全
農
民
に
封
lν

て
土
地
の
卒
等

な
利
用
を
約
束
」
す
る
法
的
根
嬢
で
あ
る
「
律
令
償
制
は
秦
漢
に
は
じ
ま
り
、

①
過
大
な
土
地
所
有
に
よ
っ
て
共
問
題
を
破
壊
し
な
い
よ
う
に
父
老
を
指
導
す

る
こ
と
(
前
漢
の
限
回
、
新
の
王
国
、
膏
の
占
固
な
ど
)
、
②
最
低
生
活
を
保
障

す
る
土
地
を
子
弟
農
民
に
給
興
す
る
こ
と
(
漢
の
公
団
、
貌
の
屯
田
、
菅
の
課

田
、
南
朝
の
公
固
な
ど
)
を
限
目
と
し
て
い
た
が
「
均
田
制
は
右
の

ωと
仰
の

要
求
を
一
本
化
し
た
土
地
政
策
の
決
定
版
」
で
、
旦
共
同
健
は
惰
唐
に
お
い
て

園
家
的
規
模
で
形
を
整
え
た
。

M
f
"
'
hシ
勘
1

0

1

1

マ

里
共
同
健
と
古
典
古
代
的
共
同
慢
と
比
較
し
て
み
る
と
「
全
種
と
し
て
、
土
地

の
共
同
健
的
支
配
が
優
越
し
な
が
ら
、
民
族
か
ら
家
族
へ
の
推
移
の
中
で
、
ヘ

レ
デ
ィ
ウ
ム
の
確
立
を
み
た
わ
け
で
、
雨
者
と
も
ア
ジ
ア
的
共
同
種
と
相
違
し

て
」
類
似
貼
は
多
い
。
し
か
し
中
国
で
は
家
父
長
制
大
家
族
で
あ
る
の
に
た
い

し
て
ロ

1
7
で
は
車
婚
家
族
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
貼
、
里
共
同
慢
で
は
「
ア

ジ
ア
的
農
業
(
専
制
的
家
父
長
へ
の
家
族
の
奴
隷
服
従
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る

犬
家
族
制
H
家
族
共
同
種
に
よ
る
、
勢
働
の
生
産
性
を
考
え
ず
、
盤
労
働
力
の
消

耗
を
い
と
わ
な
い
集
約
農
法
|
|
八
四

i
九
O
頁
)
の
関
係
か
ら
労
働
の
生
産

性
を
高
め
る
た
め
、
共
同
勢
働
を
採
り
得
な
か
っ
た
」
(
原
意
不
明
)
貼
な
どギ

「
共
同
種
と
し
て
成
熟
し
き
ら
な
い
黙
が
多
く
・
:
:
里
共
同
鰻
を
い
き
な
り
古

典
古
代
的
共
同
種
と
し
て
取
扱
う
こ
と
に
は
慎
重
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
」

一
二
、
封
建
的
村
落
(
祉
)
共
同
種
段
階
U
安
史
の
乱
t
元
末
(
前
期
封
建
枇

曾
|
l七
五
頁
)

安
史
の
鋭
を
境
に
「
(
古
代
的
)
村
落
共
同
種
は
農
民
に
土
地
配
分
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
急
速
に
解
憧
過
程
に
入
っ
た
。
」
そ
の
結
果
、
農
民

は
ヘ
レ
デ
ィ
ウ
ム
(
す
な
わ
ち
均
田
制
下
の
園
宅
地
・
戸
内
永
業
回
)
を
私
有

化
す
る
こ
と
に
よ
り
自
主
性
を
高
め
た
。
一
方
、
軍
閥
・
官
僚
・
商
人
・
形
勢

戸
は
「
豪
族
の
所
有
地
・
皇
共
同
健
の
共
有
地
(
口
分
田
)
・
山
川
薮
潔
な
ど

を
手
に
入
れ
」
大
土
地
所
有
者
と
し
て
撞
頭
し
、
新
し
い
開
墾
に
着
手
し
た
。

「
口
分
田
を
失
っ
た
小
農
民
は
私
有
地
以
外
に
地
主
の
小
作
人
(
佃
戸
)
と
な

っ
て
経
営
面
積
を
維
持
す
る
こ
と
に
努
め
た
が
、
私
有
地
を
失
っ
て
純
粋
の
小

作
農
と
な
る
者
も
生
れ
た
。
地
主
と
佃
戸
が
封
建
領
主
と
農
奴
の
関
係
(
主
従

の
分
)
に
お
い
て
定
着
す
る
時
、
封
建
一
位
曾
の
成
立
と
な
る
。
」

封
建
的
村
落
共
同
穫
は
、
且
皿
初
私
有
地
を
守
り
な
が
ら
佃
戸
と
し
て
の
地
位

を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
私
的
保
障
機
構
を
も
と
め
る
農
民
の
要
求
と
、
農
村
の

秩
序
と
安
全
を
維
持
し
、
封
建
地
代
の
徴
牧
を
は
じ
め
農
地
開
設
に
お
い
て
岨
庶

民
を
協
力
さ
せ
る
た
め
に
小
農
民
・
佃
戸
支
配
機
構
を
も
と
め
る
地
主
の
要
求

と
が
結
賓
し
て
成
立
ヒ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
面
に
お
い
て
祭
杷
共
同

鰻
で
も
あ
り
、
同
族
関
係
を
テ
コ
と
す
る
血
縁
共
同
醐
胞
を
擬
制
し
て
い
る
ば
あ

い
も
あ
る
が
、
中
唐
い
ご
か
な
り
一
般
化
し
た
荘
園
制
を
と
っ
た
ば
あ
い
で

も
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ば
あ
い
で
も
、
い
ず
れ
も
古
代
闘
家
の
支
配
楢
を
押
し

の
け
て
成
立
し
た
も
の
で
川
北
宋
の
過
渡
期
を
へ
て
南
宋
に
入
る
と
そ
の
自
主

性
は
明
白
に
な
る
。
私
的
保
障
機
構
と
し
て
出
愛
し
た
封
建
的
村
落
共
同
盟
は

共
有
財
産
(
共
有
地
U
放
牧
地
・
山
林
・
草
刈
山
・
採
土
地
・
墓
地
、
水
利
施

設
H
H
池
塘
・
堤
防
・
渠
遭
)
を
外
に
た
い
し
て
は
排
他
的
、
内
に
た
い
し
て
は

卒
等
に
利
用
し
、
農
民
の
再
生
産
を
可
能
に
な
ら
し
め
る
場
を
確
立
し
た
と
き

に
、
村
落
共
同
僅
と
し
て
の
内
容
を
備
え
る
に
至
る
。
た
だ
「
封
建
吐
曾
に
な

っ
て
か
ら
、
家
族
の
自
主
性
は
高
ま
っ
た
が
、
家
が
家
父
長
専
制
の
大
家
族
で

あ
る
こ
と
に
嬰
り
は
な
か
っ
た
。
」
こ
の
貼
は
「
古
代
的
要
素
を
温
存
し
て
い

た
」
の
で
あ
っ
て
「
宋
以
後
の
中
華
帝
園
に
あ
っ
て
は
、
古
代
制
度
文
物
が
封

建
趨
制
の
な
か
に
癒
着
し
て
い
た
と
み
る
の
が
至
嘗
で
あ
る
。
」
家
族
努
働
に
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よ
る
莫
大
な
労
働
力
の
投
入
に
よ
っ
て
土
地
の
生
産
性
は
高
ま
っ
た
が
、
労
働

の
生
産
性
は
古
代
に
比
し
て
き
し
た
る
唆
化
は
な
か
「
た
。
そ
の
た
め
「
剰

徐
生
産
を
吸
い
あ
げ
る
う
え
で
は
限
度
が
あ
り
、
村
落
共
同
慢
の
う
え
に
封
建

的
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
そ
び
え
た
た
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
:
:
:
ヨ
イ
ロ
ァ
パ

の
封
建
制
度
が
知
行
制
を
伴
な
っ
た
階
層
制
を
う
ち
た
て
た
の
に
封
し
、
中
国

で
は
軍
人
に
土
地
と
農
民
を
興
加
え
て
従
土
制
を
採
る
徐
裕
は
な
か
「
た
。
」

封
建
的
村
山
洛
(
枇
)
共
同
慢
を
ゲ
ル
マ

γ
的
共
同
値
に
比
較
し
て
み
る
と
、

後
者
が
自
主
性
の
著
し
く
進
展
し
た
私
的
土
地
所
有
者
(
自
立
的
農
民
)
が
自

主
的
に
迎
合
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
の
に
比
し
て
、
前
者
で
は

「
小
農
民
の
自
主
性
が
高
ま
っ
た
貼
は
相
似
て
お
り
、
家
が
共
同
健
を
作
る
貼

も
共
通
し
て
い
る
が
、
」
「
共
同
盟
は
も
は
や
私
的
個
人
(
家
)
を
お
し
つ
つ

む
結
合
慢
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
の
軍
な
る
結
合
開
係
と
し
て
現
わ
れ
て
い

る
」
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
に
農
民
の
自
主
性
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の

差
遣
は
ゲ
ル
マ

γ
的
共
同
慢
が
共
同
髄
成
員
に
十
分
に
卒
等
に
配
分
で
き
る
共

同
値
用
地
(
「
耕
直
」
)
を
総
有
し
た
の
に
た
い
し
て
、
封
建
的
村
落
(
一
位
)
共

同
鰻
が
村
民
の
個
々
人
の
生
活
に
資
す
る
だ
け
の
貸
さ
を
も
っ
共
同
樫
用
地
を

も
っ
ば
あ
い
が
少
く
、
ま
た
そ
れ
が
あ
っ
た
ば
あ
い
で
も
個
々
の
村
民
が
な
ん

ら
の
持
分
を
有
し
な
い
剛
鰻
所
有
機
の
も
と
に
あ
っ
た
差
迫
に
お
い
て
明
白
で

t
uマ
匂
。

綿
じ
て
ゲ
ル
マ

γ
的
共
同
盟
に
比
し
て
「
社
共
同
鱒
の
後
進
性
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
。
」

四
、
村
落
共
同
盟
の
解
髄
U
元
末

l
中
華
人
民
共
和
闘
(
後
期
封
建
祉
曾

|
↓
紹
封
主
義
1

1
七
五
頁
)

「
村
落
共
同
値
は
商
品
経
済
の
浸
透
に
つ
れ
て
解
髄
し
て
い
く
」
の
で
あ
る

が
、
「
明
以
後
は
農
産
物
で
も
小
商
品
生
産
の
護
達
、
が
著
し
く
、
木
棉
栽
培
が

普
及
し
、
農
村
工
業
と
し
て
の
棉
業
の
護
達
が
み
ら
れ
た
。
絹
織
物
に
つ
い
て

は
、
マ
ニ
ユ
プ
ァ
ク
チ
ュ
ア
が
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
」
商
品
経
椀
進
展
下
の
共
同
慢
の
縫
革
に
つ
い
て
い
え
ば
「
元
末
の
大
規

模
な
農
民
反
乱
に
よ
り
荘
園
制
は
瓦
解
し
、
明
朝
は
村
搭
共
同
種
に
よ
る
封
建

値
制
の
再
編
成
に
努
力
し
て
後
期
封
建
枇
曾
の
確
立
に
成
功
し
た
。
」
(
九
一

頁
)
「
新
し
い
村
山
冶
共
同
盟
は
土
地
所
有
者
だ
け
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
毅
言
擢

は
所
有
地
の
大
小
に
比
例
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
た
の
で
、
形
式
的
に
は
す
べ

て
の
土
地
所
有
者
に
椛
利
を
興
え
て
、
共
同
般
の
面
白
を
整
え
な
が
ら
、
吋
質

的
に
は
大
土
地
所
有
者
の
専
制
支
配
の
た
め
の
鰻
制
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」

(
九
二

l
九
コ
一
頁
)
「
明
清
の
共
同
慢
を
特
色
ゃ
つ
け
る
も
の
は
、
共
同
般
の
中

に
共
同
値
を
破
壊
し
て
い
く
力
が
生
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
」
「
(
明
荷
時
代

の
共
同
館
は
)
隷
農
と
よ
ば
る
べ
き
農
民
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
地
主
と
佃
戸

の
聞
に
主
従
の
分
が
な
く
、
長
幼
の
序
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
」

が
、
村
落
共
同
憧
は
「
自
ら
の
矛
盾
の
な
か
で
、
地
主
と
農
民
の
針
抗
閥
係
を

設
展
さ
せ
、
地
主
共
同
盟
と
農
民
共
同
値
・
(
太
卒
祉
・
卒
安
一
祉
な
ど
と
呼
ば
れ

た
農
民
闘
飽
)
の
複
合
佐
合
同
と
な
り
、
さ
ら
に
村
落
が
農
民
共
問
題
に
鞠
化
す

る
場
合
さ
え
少
く
な
か
っ
た
。
」
郵
茂
七
や
十
字
自
成
の
乱
、
抗
組
迎
助
か
ら
太

卒
天
国
に
至
る
農
民
戦
争
は
、
か
か
る
傾
向
を
お
び
た
政
治
闘
争
で
あ
る
。

「
農
民
が
な
し
く
ず
し
に
押
し
て
い
た
欣
態
に
封
し
て
、
地
主
・
商
人
側
の

反
撃
は
き
び
し
く
、
と
く
に
嘉
康
年
聞
を
境
と
し
て
、
在
城
地
主
の
反
動
攻
勢

が
激
化
し
」
(
九
八
頁
)
「
地
主
が
共
同
館
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
と
り
か
え

し
た
た
め
に
、
村
落
共
同
慣
は
反
動
的
な
支
配
剛
健
と
し
て
の
性
格
を
強
め

た
。
中
闘
の
反
動
化
が
ア
へ

γ
戦
争
の
勃
穫
を
導
き
、
つ
ホ
つ
い
て
太
卒
天
国
の

敗
退
と
な
っ
た
の
で
、
村
落
共
同
慢
は
植
民
地
資
本
主
義
の
波
に
洗
わ
れ
な
が

ら
、
寄
生
地
主
制
の
と
り
で
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
。
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地
主
支
配
の
強
化
に
よ
り
共
同
慢
の
矛
盾
は
深
刻
さ
を
増
し
た
。
」
「
辛
亥
革

命
と
い
う
の
は
在
城
地
主
の
打
倒
に
立
ち
あ
が
っ
た
在
郷
地
主
と
農
民
の
連
合

軍
の
勝
利
で
あ
っ
た

6

後
期
封
建
制
は
倒
れ
て
紹
謝
主
義
が
こ
れ
に
代
っ
た
わ
・

け
で
あ
る
ロ
」
(
九
八
頁
)

中
華
民
闘
は
半
封
建
的
・
半
植
民
地
一
肱
舎
の
段
階
に
あ
一
る
と
い
わ
れ
て
い
る

が
、
村
落
共
同
値
は
半
壊
状
態
の
ま
ま
温
存
さ
れ
た
。
寄
生
地
主
・
軍
閥
は
も

ち
る
ん
「
蒋
介
石
氏
さ
え
共
同
鐙
を
中
闘
の
侍
統
だ
と
稽
し
て
、
そ
の
擁
護
に

つ
と
め
た
。
:
:
:
彰
済
・
毛
津
東
雨
氏
な
ど
が
良
民
組
合
の
結
成
に
乗
り
だ

し
、
地
主
共
同
値
を
倒
す
た
め
に
土
地
改
革
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
の
際
村
落
共

有
地
(
義
国
な
ど
)
も
す
べ
て
農
民
に
配
分
し
た
た
め
、
共
同
種
は
致
命
的
な

打
撃
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
・
:
:
(
一
九
四
九
年
成
立
の
)
新
政
府
は
専

制
王
朝
が
倒
れ
た
後
も
命
脈
を
維
持
し
て
い
た
地
主
制
度
と
家
父
長
制
家
族
を

解
櫨
す
る
た
め
に
、
す
へ
て
の
老
若
男
女
に
謝
し
て
卒
等
に
人
権
と
経
済
力
を

奥
え
(
土
地
法
・
婚
姻
法
)
、
人
民
公
祉
を
通
じ
て
ア
ジ
ア
的
農
業
に
終
止
符

を
与
っ
た
。
:
:
:
共
同
健
は
存
在
の
徐
地
を
完
全
に
失
い
、
長
い
歴
史
を
終
え

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
ロ
」

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
村
落
共
同
値
は
封
建
制
が
倒
れ
た
後
、
資
本
主
義
と
封

決
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
中
国
で
は
全
く
異
な
っ
た
道
を
歩
ん
だ
。
」

以
上
が
今
堀
誠
二
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
、
中
園
に
お
け
る
「
共
同
趨
」

の
握
史
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
氏
の
綾
述
が
ふ
く
む
論
理
展
開
を
忠
買
に
紹
介

し
よ
う
と
心
が
け
た
が
、
や
や
煩
演
に
な
る
の
を
い
と
わ
な
か
っ
た
の
は
、
共

同
種
諭
と
い
う
高
度
に
抽
象
的
な
理
論
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
が
適
用

さ
れ
る
諸
史
質
と
の
按
鰯
貼
を
ぬ
き
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
、
わ
た
く
し
は
こ
こ
で
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
(
あ
る
い
は
指
摘

さ
れ
な
か
っ
た
)
諮
史
寅
と
氏
の
適
用
さ
れ
た
理
論
と
の
接
鯛
黙
が
、
理
論
的

操
作
の
手
績
き
に
お
い
て
飛
躍
を
ゆ
る
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
の
個
々
の
検

討
に
は
た
ち
入
る
ま
い
。
中
国
二
千
年
の
盟
富
な
諸
史
質
を
ま
え
に
し
て
、
わ

た
く
し
は
到
底
そ
れ
を
な
し
得
る
能
力
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

が
、
ま
た
、
そ
こ
に
た
ち
入
る
に
先
立
っ
て
氏
の
「
共
同
盟
」
理
論
そ
の
も
の

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
ロ

共
同
健
論
は
マ
ル
ク
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
に
関
連
し
て

一
つ
の
歴
史
を
も
っ
。
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
を
東
洋
紅
曾
濁
自
の
祉
曾
構
成
と

み
る
か
、
あ
る
い
は
奴
隷
制
・
封
建
制
・
資
本
制
と
い
う
世
界
史
の
縫
起
的
な

護
展
段
階
の
い
ず
れ
か
に
閥
係
*
つ
け
て
考
え
る
か
、
を
め
ぐ
っ
て
戦
前
に
論
争

が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
前
者
の
見
解
に
た
っ
た
ウ

イ
ッ
ト
フ
ォ

l
ゲ
ル
の
研
究
が
想
起
さ
れ
る
。
一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和

国
の
成
立
除
、
中
園
吐
曾
を
停
滞
性
の
理
論
を
も
っ
て
と
ら
え
、
欧
米
と
そ
れ

に
日
本
を
も
加
え
て
の
外
部
か
ら
の
資
本
主
義
勢
力
の
影
響
を
も
っ
て
し
か
幾

革
し
得
な
い
と
す
る
褒
展
外
因
論
を
冷
巌
な
事
買
を
も
っ
て
破
産
せ
し
め
た
。

そ
の
後
、
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ

l
ゲ
ル
の
研
究
が
わ
が
園
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力

を
も
ち
多
く
の
追
随
者
を
生
ん
だ
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
日
本
に
お
け
る
中

園
研
究
者
の
大
部
分
は
、
そ
れ
が
意
識
的
で
あ
る
と
否
と
を
関
わ
ず
、
明
治
維

新
以
降
到
達
し
た
わ
が
閣
の
近
代
園
家
的
外
貌
と
資
本
主
義
の
高
み
か
ら
、
こ

れ
と
の
比
較
に
お
い
て
、
中
園
祉
曾
と
そ
の
屈
服
史
を
見
る
と
い
う
貼
に
お
い

て
、
共
通
し
た
視
角
を
も
っ
て
い
た
か
ら
」
と
反
省
さ
れ
、
か
か
る
視
角
の
否

定
に
た
っ
て
「
中
国
史
白
鶴
の
な
か
に
設
展
と
愛
革
の
主
機
的
な
契
機
を
求
め

て
行
こ
う
と
す
る
困
難
な
こ
こ
ろ
み
が
、
要
請
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
」
と

さ
れ
て
い
る
(
増
淵
龍
夫
氏
「
日
本
に
お
け
る
東
洋
祉
曾
経
済
史
挙
(
上
ご

(
弘
文
堂
・
一
九
六

0
・
『
祉
曾
経
済
史
大
系
』

X
所
政
」
)
。

一
方
、
時
を
お
な
じ
く
し
て
マ
ル
ク
ス
の
遺
稿
『
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
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諸
形
態
』
が
刊
行
(
邦
課
は
一
九
四
九
)
さ
れ
、
そ
の
解
稗
を
め
ぐ
っ
て
共
同

鰭
諭
は
理
論
と
し
て
も
再
検
討
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
う
ち
共
同
種
設
展
の

麿
史
右
基
本
諸
形
態
す
な
わ
ち
ア
タ
ア
的
|
↓
古
典
古
代
的
|
↓
ゲ
ル
マ

γ
的

(
封
建
的
)
共
同
健
の
縫
起
的
援
展
と
理
解
し
た
、
大
塚
久
雄
氏
『
共
同
慢
の

基
礎
理
論
』
(
岩
波
・
一
九
五
五
)
が
、
こ
れ
ま
で
の
代
表
的
業
績
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
・
(
大
塚
氏
の
『
基
礎
理
論
』
に
た
い
し
て
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
諸

形
態
』
を
共
同
種
の
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、
所
有
の
理
論
と
し
て
理
解
す

る
、
藤
原
浩
氏
「
『
ゲ
ル
マ

γ
的
共
同
種
』
と
は
何
か
」
(
岩
波
『
思
想
』
五

七
年
一
月
)
を
は
じ
め
と
す
る
批
剣
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
ふ
れ
な
い
。
)

以
上
に
の
ベ
た
共
同
僅
論
の
歴
史
を
視
野
の
う
ち
に
ふ
く
め
ば
、
そ
の
後
の

増
淵
龍
夫
氏
や
仁
井
田
陸
氏
な
ど
の
個
別
賞
設
的
研
究
の
成
果
を
と
り
入
れ
た

今
度
の
今
堀
氏
の
著
書
が
し
め
る
、
あ
る
い
は
し
め
ね
は
な
ら
ぬ
皐
読
史
的
位

置
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
る
。
停
滞
性
・
外
因
護
展
論
の
克
服
の
た
め
の
新
た
な

問
題
設
定
、
そ
れ
に
導
か
れ
る
中
園
祉
曾
の
護
展
契
機
の
検
置
、
そ
れ
が
奉
読

史
的
に
は
今
期
氏
に
諌
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
今
姻
氏
の
「
共
同
盟
」
論
を
検
討
す
る

と
き
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
今
堀
氏
が
措
定
さ
れ
る
「
共
同

纏
」
範
鴎
の
暖
昧
さ
で
あ
ろ
う
。
氏
が
中
園
の
「
共
同
種
」
の
縫
起
的
援
展
を

た
ど
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
指
標
を
氏
に
よ
っ
て
世
界
史
的
護
展
と
し
て
横
目
で

見
す
え
ら
れ
た
大
塚
氏
『
基
礎
理
論
』
の
共
同
棲
諸
段
階
の
そ
れ
に
擦
っ
て
お

ら
れ
る
こ
と
は
さ
き
に
紹
介
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
大
塚
氏
は
緩
起

す
る
共
同
穫
の
三
つ
の
基
本
形
態
は
「
形
態
と
構
造
を
相
互
に
異
に
し
て
い
る
ー

と
は
い
え
、
す
べ
て
可
共
同
種
』
で
あ
る
以
上
、
い
ず
れ
も
『
土
地
』
の
『
共

同
盤
的
占
取
』
の
土
蔓
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
何
ら
か

の
形
で
『
共
同
地
』
(
H
H
共
同
マ
ル
ク
)
と
『
共
同
鰻
規
制
』
と
を
と
も
な
っ
て

現
わ
れ
る
と
い
う
黙
で
は
、
も
ち
ろ
ん
三
者
共
通
の
特
徴
を
具
え
て
い
る
」
(
上

掲
書
三
六
頁
)
と
、
共
同
健
構
成
の
不
可
歓
篠
件
を
前
提
さ
れ
、
こ
の
前
提
に

た
っ
て
各
段
階
の
基
本
的
な
諸
特
徴
が
理
論
的
に
標
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る

に
こ
れ
ら
の
諸
特
徴
を
指
標
に
た
ど
ら
れ
る
今
堀
氏
の
「
共
同
種
」
論
に
あ
っ

て
は
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
「
共
同
種
」
が
す
で
に
大
塚
氏
の
論
理
前
提
の
枠
を

し
ば
し
ば
逸
脱
す
る
。
例
え
ば
今
堀
氏
は
村
落
共
同
慢
の
縫
起
的
設
展
諸
段
階

の
な
か
に
ア
ジ
ア
的
共
同
健
の
段
階
を
措
定
さ
れ
な
い
が
、
今
堀
氏
に
よ
っ
て

ア
ジ
ア
的
共
同
種
は
、
専
制
的
家
父
長
に
奴
隷
的
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
た
大
家
族
制
を
指
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
(
第
五
章
、
三
、

ア
ジ
ア
的
共
同
種
)
。
そ
し
て
大
家
族
制
H

ア
ジ
ア
的
共
同
鐙
が
共
同
種
の
慶

紹
に
至
る
ま
で
強
固
に
残
存
し
た
こ
と
が
、
中
国
史
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
し

て
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ア
ジ
ア
的
共
同
種
と
土
地
所
有
の
閥
係
は
ど
う

で
あ
る
の
か
。
「
要
す
る
に
貧
困
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
(
八
五
頁
)
た

め
に
と
ら
れ
た
と
す
る
ア
ジ
ア
的
共
同
趨
は
、
む
し
ろ
土
地
を
所
有
し
な
い
直

接
生
産
者
(
氏
の
い
わ
れ
る
里
共
同
鐙
の
「
子
弟
」
層
、
祉
共
同
値
の
佃
戸
)

に
よ
っ
て
こ
そ
保
守
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
封
建

的
村
落
共
同
慢
の
解
健
期
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
「
農
民
共
同
種
」
が
そ
う
で
あ

る
。
「
地
代
の
引
下
げ
を
要
求
し
、
一
五
世
紀
以
来
、
何
回
も
農
民
暴
動
を
起

し
た
」
(
九
三
頁
)
農
民
に
よ
っ
て
「
村
落
が
農
民
共
同
僅
に
耐
開
化
す
る
場
合

さ
え
少
く
な
か
っ
た
」
(
五
九
頁
)
と
い
わ
れ
る
と
き
、
農
民
の
へ
ゲ
モ
ェ

I

下
に
あ
っ
た
村
落
の
土
地
は
、
誰
れ
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
の
か
・
「
中

国
の
共
同
種
が
マ
ル
ク
ス
の
規
定
し
た
意
味
で
の
共
同
種
と
、
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
」
(
六

O
頁
註
)
と
考
え
ら
れ
る
今
堀
氏
は
、
「
本
書
で
は
表
現
を
筒

軍
に
す
る
た
め
に
(
共
同
慢
の
三
字
に
冠
す
べ
き
)
カ
ッ
コ
を
省
略
」
(
同
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上
)
さ
れ
た
が
、
そ
の
た
め
に
起
っ
て
い
る
混
飢
は
、
表
現
上
の
混
飢
を
の
り
所
有
閥
係
と
と
も
に
、
消
滅
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」
(
マ
ル
ク
ス
『
詩
形
態
』

越
え
て
い
る
。
解
髄
期
の
村
落
『
共
同
健
』
は
地
主
『
共
同
健
』
と
農
民
『
共
手
島
課
二
六
頁
〉
。
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
緋
誼
法
的
登
展
こ
そ
が
『
共
同

同
鐙
』
の
複
合
一
世
曾
で
、
か
つ
古
代
的
遺
制
と
し
て
の
大
家
族
制
H
ア
ジ
ア
的
慢
』
に
と
っ
て
も
縫
起
的
設
展
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

『
共
同
纏
』
が
愈
着
し
て
い
る
と
い
う
、
三
重
の
『
共
同
種
」
の
な
か
で
、
基
技
術
の
設
展
・
品
種
改
良
に
よ
る
江
南
の
水
田
造
成
を
「
産
業
構
造
の
幾
化
」

本
的
な
も
の
は
何
な
の
か
。
線
じ
て
各
共
同
値
内
に
お
け
る
土
地
の
所
有
関
係
と
し
て
と
ら
え
‘
古
代
|
↓
封
建
的
村
落
・共
同
醐
閣
議
展
の
「
大
き
な
役
割
」
に

を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
同
僅
内
に
お
け
る
土
地
の
所
有
者
と
直
接
耕
作
見
た
で
た
り
(
五
二
頁
)
、
村
落
共
同
慢
の
解
種
を
「
商
品
経
済
の
浸
透
」
に
よ

者
の
閥
係
す
な
わ
ち
階
級
関
係
を
捨
象
し
て
す
す
め
ら
れ
る
今
期
氏
の
「
共
同
っ
て
と
ら
え
・
こ
れ
ら
の
諮
現
象
を
推
進
し
た
主
憧
H
農
民
を
紋
落
す
る
の

髄
」
論
は
、
つ
い
に
は
氏
の
い
わ
れ
る
中
世
一
舷
曾
に
「
官
僚
共
同
健
」
を
出
現
は
、
階
級
関
係
を
捨
象
し
た
結
果
、
各
段
階
の
『
共
同
種
』
に
お
け
る
基
本
的

'
さ
せ
た
り
す
る
(
六
八
頁
)
。
そ
の
結
果
、
今
堀
氏
に
よ
っ
て
も
ゑ
恕
さ
れ
る
階
級
矛
盾
を
捨
象
し
た
、
今
期
氏
の
「
共
同
種
」
論
の
論
理
的
踊
着
で
あ
る
。

'
「
資
本
主
義
生
産
様
式
の
裂
生
と
い
う
嬰
革
貼
を
境
界
と
し
て
そ
れ
以
前
の
生
，
こ
の
候
陥
は
と
り
わ
け
端
的
に
今
掘
氏
の
中
園
近
代
史
理
解
に
あ
ら
わ
れ
る
。

箆
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
は
あ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
根
底
に
お
い
て
中
園
近
代
史
の
序
幕
で
あ
る
ア
ヘ
ソ
戟
宇
は
、
「
中
園
の
反
動
化
が
導
い
た
」

『
共
同
髄
』
と
し
て
編
制
さ
れ
、
そ
の
上
に
打
ち
た
て
ら
れ
て
い
た
の
に
封
し
も
の
(
前
引
)
と
の
理
解
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
中
園
近
代
の
農
民
が
現
賓
の

て
、
そ
れ
以
後
の
生
産
諸
様
式
は
そ
う
し
た
『
共
同
僅
』
的
構
成
を
全
く
敏
い
課
題
と
し
た
反
帝
・
反
封
建
、
と
り
わ
け
反
帝
の
要
求
が
一
世
曾
経
済
史
的
に
い

て
い
る
と
い
う
決
定
的
な
相
田
闘
を
雨
者
の
問
に
見
だ
す
」
(
前
掲
番
三
頁
)
と
か
な
る
現
貨
を
背
景
に
出
て
き
た
の
か
、
は
つ
い
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
、弔

す
る
大
塚
久
雄
氏
の
認
識
を
の
り
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
壊
欣
態
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
村
落
「
共
同
髄
」
は
、
帝
園
主
義
諸
国
の
侵
略
下

つ
ぎ
に
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
階
級
関
係
を
捨
象
し
た
こ
と
に
よ
に
あ
っ
て
、
な
ん
ら
の
獲
容
を
こ
お
む
る
こ
と
な
く
、
農
民
は
そ
の
「
共
同

る
笛
然
の
締
結
と
し
て
、
村
落
共
同
僅
設
展
の
内
在
的
契
機
が
捨
象
さ
れ
て
い
種
」
の
な
か
に
封
鎖
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
蒋
介
石
氏
は
こ
の
共
同
慢
を
擁
護

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
共
同
慢
の
中
に
共
同
僅
を
破
壊
し
て
い
く
力
が
生
れ
て
い
し
、
彰
済
・
毛
揮
東
南
氏
な
ど
は
共
同
穫
を
移
駕
に
尊
い
た
、
と
い
わ
れ
る

た
こ
と
」
は
け
っ
し
て
「
明
清
の
共
同
髄
を
特
色
づ
け
る
」
(
前
引
)
も
の
で
が
、
蒋
介
石
の
存
在
じ
し
ん
は
村
落
「
共
同
種
」
内
の
矛
盾
と
は
無
線
の
存
在

は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
「
共
同
鰻
が
措
置
来
の
様
式
そ
の
ま
ま
で
存
績
す
る
た
め
だ
っ
た
の
か
。
毛
津
東
の
存
在
じ
し
ん
が
村
落
「
共
同
値
」
内
の
基
本
的
階
級

に
は
、
そ
の
成
員
を
、
ま
え
も
っ
て
あ
た
え
ら
れ
た
客
観
的
傑
件
の
も
と
で
再
矛
盾
そ
の
も
の
か
ら
産
出
さ
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
逆
に
い
え
ば
、

生
産
す
る
こ
と
が
、
必
要
で
あ
る
。
生
産
そ
の
も
の
と
人
口
の
増
進
(
こ
の
猶
「
共
同
種
」
は
い
つ
も
救
世
主
を
待
ち
の
ぞ
む
だ
け
の
存
在
だ
っ
た
の
か
・

進
も
生
産
の
う
ち
に
は
い
る
)
は
、
必
然
的
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
篠
「
共
同
鰻
」
内
の
設
展
契
機
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
今
掘
氏
の
つ
共
同
健
」
論

件
を
止
揚
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
篠
件
を
再
生
産
す
る
か
わ
り
に
、
破
壊
す
は
、
形
を
獲
え
た
共
同
飽
「
外
因
澄
展
」
論
と
い
わ
れ
て
も
や
む
を
得
ま
い
。

る
、
等
々
。
し
か
も
、
こ
う
し
て
、
共
同
幽
鐙
は
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
最
後
に
、
今
期
氏
は
村
落
共
同
種
愛
展
の
諸
段
階
を
世
界
史
に
位
置
づ
け
た

島
民

-103-



518 

結
果
、
氏
族
(
邑
〉
共
同
種

1
ア
ジ
ア
的
共
同
種
に
比
し
て
未
成
熟
、
古
代
的

ギ
リ

J
4

村
落
(
里
)
共
同
髄
H
古
典
古
代
的
共
同
組
に
比
し
て
共
同
健
(
?
)
と
し
て

未
成
熟
、
封
建
的
村
落
(
祉
)
共
同
世
日
ゲ
ル
マ
ソ
的
共
同
鐙
に
比
し
て
後
進

的
、
と
さ
れ
て
い
る
の
は
さ
き
に
紹
介
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
停
滞
性
理
論
を

よ
う
や
く
事
目
を
も
っ
て
克
服
し
た
中
国
祉
舎
は
、
今
度
は
「
共
同
飽
」
の
理

論
家
今
掘
氏
に
よ
っ
て
未
成
熟
・
後
進
性
の
ワ
ナ
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
」
し
か
し
果
し
て
後
進
的
な
の
は
、
中
園
祉
曾
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
論

者
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
は
最
初
に
も
ち
こ
し
た
本
書
第
一
部
に
お
い
て
今
堀

氏
が
設
定
さ
れ
た
ア
ジ
ア
史
研
究
の
基
本
課
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明

ら
か
と
な
ろ
う
。

今
期
氏
は
第
二
章
ア
ジ
ア
史
の
基
本
問
題
に
お
い
て
、
一
九
六

O
年
経
済
企

査
艇
の
闘
民
所
得
白
書
の
分
析
に
た
っ
て
、
「
ア
ジ
ア
は
悶
家
と
し
て
持
て
る
闘

で
あ
る
が
、
国
民
と
し
て
は
持
た
ざ
る
園
と
な
っ
て
、
世
界
の
底
迭
を
低
迷
し

て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
問
い
か
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

根
本
原
悶
が
、
「
働
け
ば
働
く
ほ
ど
、
自
ら
の
人
間
生
活
が
盟
か
に
な
る
よ
う

な
客
観
的
係
件
を
設
定
し
て
き
た
」
ヨ

l

ロ
ジ
パ
人
に
比
し
て
、
ア
ジ
ア
で
は

人
間
性
を
無
視
し
た
、
す
な
わ
ち
奴
隷
的
努
働
に
さ
さ
え
ら
れ
る
家
族
主
義
的

小
経
俸
が
い
つ
ま
で
も
強
固
に
残
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
人
間
的
な
生
産
閥
係
の
克
服
、
新
し
い
生

産
力
の
創
出
、
ヒ
ュ

1
マ
エ
ズ
ム
の
傘
童
、
民
主
的
人
間
関
係
の
殴
成
に
向
つ

て
は
ら
っ
た
ア
ジ
ア
人
の
努
力
の
あ
と
づ
け
が
、
ア
ジ
ア
史
研
究
の
基
本
課
題

だ
と
さ
灯
る
の
で
あ
る
が
、
所
詮
あ
と
馬
は
、
あ
と
馬
で
あ
る
。
今
堀
氏
の
東

洋
枇
曾
経
済
史
は
、
い
ち
早
く
共
同
穏
を
駿
紹
し
て
資
本
制
吐
舎
を
成
立
せ
し

め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
枇
曾
経
済
か
ら
の
後
進
性
の
度
合
に
お
い
て
測
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
激
動
す
る
世
界
史
的
現
貧
|
|
ア
ジ
ア
植
民
地
諸
闘
、
ア
フ
リ
カ

植
民
地
諸
圏
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
植
民
地
諸
問
の
濁
立
・
解
放
悶
宇
を
限
前

に
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
史
研
究
の
視
角
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
か
ら

の
後
進
性
の
度
合
を
測
る
こ
と
に
設
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
ら
の
諸
岡
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
諮
図
の
水
準
に

「
追
い
つ
く
」
こ
と
を
目
標
に
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に

「
資
本
主

義
化
」
を
目
ざ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
目
標
は
「
追
い
つ

い
て
、
迫
い
こ
す
」
こ
と
に
あ
る
。
ア
ジ
ア
史
と
り
わ
け
中
関
史
研
究
の
視
角

は
、
中
園
祉
曾
が
二
千
年
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た
間
つ
ね
に
あ
と
馬
で
あ
っ

た
の
か
と
い
う
歴
史
的
検
討
と
、
そ
の
他
の
新
興
濁
立
替
植
民
地
諸
闘
の
歴
史

へ
の
理
論
的
閥
心
と
を
ふ
く
み
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
質
臨
時
的
課
題
と
関
連
し

て
、
か
れ
ら
が
現
に
目
ざ
し
そ
の
た
め
に
た
た
か
っ
て
い
る
枇
曾
の
高
み
か
ら

設
定
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
東
洋
社
曾
経
済
史
は
西
洋
一
枇
曾
経
済
史
に
追
い
つ

き
、
追
い
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
か
る
閥
角
を
共
同
慢
論
に
つ
い
て
設
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス

が
「
ロ
シ
ア
の
『
農
村
共
同
館
』
は
、
近
代
社
曾
が
そ
れ
を
め
ざ
し
て
す
す
ん

で
い
る
と
こ
ろ
の
経
済
制
度
の
直
接
の
出
護
貼
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
、
ま
ず
は
じ
め
に
自
殺
な
ど
し
な
い
で
も
う
ま
れ
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
資
本
主
義
生
産
が
人
類
を
ゆ
た
か
に
し
た
と
こ
ろ
の
成
果
を
ば
、
資

本
主
義
制
度
を
経
過
し
な
く
て
も
手
に
入
れ
る
と
が
で
き
る
。
」
(
「
ヴ
ェ
ラ
・

ザ
ス
l
リ
ッ
チ
へ
の
手
紙
(
草
稿
)
」
『
諮
形
態
』
附
録
・
手
島
謬
)
と
考
え
た

頑
角
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
中
園
枇
舎
経
済
史

は
異
に
停
滞
性
を
克
服
し
、
後
進
性
か
ら
脱
却
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

わ
た
く
し
は
先
撃
の
労
作
に
た
い
し
て
過
酷
な
批
評
を
し
た
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
が
氏
の
理
論
に
た
い
し
て
建
設
的
に
封
置
さ
る
べ
き
も
の
を
敏
い
て
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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
)
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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
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