
批

評

・

紹

介

中
間
経
済
史
研
究

西

定

著

生

嶋

昭
和
四
十
一
年
一
一
一
月
東
京
大
事
出
版
曾
刊

A
5
剣
九
二
八
頁
園
版
四
六
索
引
二
二
頁
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著
者
が
戟
後
の
低
迷
せ
る
翠
界
に
い
ち
は
や
く
新
し
い
視
野
と
鋭
い
分
析
方

法
を
も
っ
て
華
々
し
く
登
場
し
て
以
来
、
そ
の
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て

常
に
皐
界
に
新
風
一を
迭
り
、
大
き
な
刺
戟
を
輿
え
つ
づ
け
て
こ
ら
れ
た
こ
と

は
、
い
ま
さ
ら
こ
と
あ
た
ら
し
く
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
著
者
の
活
動
に
よ

っ
て
、
戦
後
の
わ
が
東
洋
史
謬
界
全
健
の
水
準
が
ど
れ
ほ
ど
高
め
ら
れ
、
研
究

が
深
化
さ
れ
た
か
、
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
経
済
史
閥
係
の
論
文
集
た
る
こ
の
一

大
巨
冊
を
手
に
し
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
恩
わ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

三
部
か
ら
な
る
本
書
の
第
一
部
「
中
国
古
代
農
業
の
展
開
過
程
」
は
、
か
の

名
論
文
「
磁
磁
の
彼
方
」
か
ら
出
裂
し
て
、
著
者
の
い
う
古
代
社
舎
に
お
け
る

生
産
力
の
問
題
を
解
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
一
貫
し
て
流
れ
る

主
張
は
、

農
業
生
産
力
の
額
著
な
設
展
が
唐
末
五
代
を
中
心
と
し
て
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
は
大
し
た
後
展
が
な
い
と
す
る
見
方
で
あ

る
。
そ
れ
が
生
産
力
の
面
か
ら
す
る
麿
末
以
前
H
古
代
設
の
基
礎
づ
け
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
二
部
「
土
地
制
度
史
の
諸
問
題
」
は
均
田
制
が

中
心
問
題
に
す
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
同
じ
く
古
代
専
制
闘
家
と
考
え
ら
れ
る

秦
漢
帝
国
と
惰
唐
帝
国
と
の
園
家
権
力
の
相
濯
を
示
す
決
定
的
な
も
の
が
こ
の

均
田
制
の
有
無
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
推
移
に
劃
す
る
著
者
の
基

本
的
な
志
向
は
、
民
団
に
謝
す
る
統
制
力
を
敏
い
た
古
代
帝
園
の
闘
家
権
力

が
、
民
田
に
封
し
て
強
力
な
統
制
を
加
え
る
園
家
機
力
に
ま
で
強
化
さ
れ
た
も

の
、
と
い
う
方
向
に
お
い
て
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
向
に

お
い
て
、
吐
魯
番
出
土
文
書
の
研
究
か
ら
、
園
家
構
力
に
よ
る
土
地
の
還
授

u

均
田
制
の
有
数
な
寅
施
、
を
論
透
す
る
こ
と
が
著
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要

な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
第
三
部

「
商
品
生
産
の
展
開
と
そ
の
構
造
」
は
、

十
六

・
七
世
紀
の
中
園
初
期
棉
業
に
闘
す
る
著
者
の
か
の
有
名
な
研
究
の
集
成

で
あ
り
、
そ
れ
が
中
闘
の
封
建
吐
禽
と
近
代
化
の
問
題
に
劃
期
的
な
道
を
き
り

開
い
た
記
念
す
べ
き
業
績
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

以
上
の
よ
う
な
構
成
を
も
っ
本
書
は
、
中
関
史
の
各
時
代
に
闘
す
る
基
本
的

な
諸
問
題
を
質
霊
的
に
取
扱
う
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
が
中
園
史
全
慢
の
統
一
的

な
理
解
と
密
着
し
て
押
し
進
め
ら
れ
た
巨
大
な
務
作
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
性

質
の
書
の
出
現
は
、
そ
の
鰻
系
と
賞
設
と
に
封
し
て
向
島
平
た
る
我
々
が
消
化
と

批
剣
を
行
な
わ
ず
し
て
放
置
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
厳
し
さ
を
も
つ
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
大
作
に
謝
す
る
我
々
の
義
務
の
幾
分
を
果
た
す
た
め
に
、

同
好
の
人
々
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
分
搭
を
き
め
、
そ
の
報
告
を
中
心
に
し
て
討

論
し
た
結
果
を
ま
と
め
て
、
書
評
に
代
え
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
提
示
せ

ら
れ
た
問
題
の
大
き
さ
に
比
し
て
紙
数
の
制
限
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、
著

者
の
論
旨
を
紹
介
す
る
こ
と
と
、
い
た
ず
ら
な
る
讃
鮮
を
呈
す
る
こ
と
は
や
め

て
、
も
っ
ぱ
ら
各
自
が
疑
問
を
感
じ
た
鮎
を
中
心
に
し
て
意
見
を
の
べ
る
に
と

ど
め
た
。
そ
れ
は
こ
の
貴
重
な
労
作
を
ふ
ま
え
つ
つ
我
々
の
研
究
を
深
め
た
い

と
思
う
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
書
の
償
値
が
い
さ
さ
か
も
損
な
わ
れ

る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
と
思
5
。

弓，
.

phu
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(
川
勝
義
雄
)

第
一
部
第
二
章
秦
漢
時
代
の
農
皐

概
制
と
し
て
新
ら
し
く
書
き
加
え
ら
れ
た
第
一
章
に
闘
す
る
感
想
を
省
き
、

直
ち
に
第
二
章
以
下
の
諮
論
文
に
入
っ
て
ゆ
こ
う
。

著
者
は
ま
ず
、
戦
闘
時
代
の
中
央
集
権
的
な
君
主
支
配
の
展
開
過
程
に
お
い

て
政
治
楢
力
と
結
合
し
た
農
家
者
流
の
一
つ
、
后
複
を
始
祖
と
す
る
与
振
の
思

想
が
、
呂
氏
春
秋
谷
末
の
士
容
論
、
す
な
わ
ち
上
良

・
任
地
・
緋
土

・
審
時
の

四
篇
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
こ
に
設
か
れ
る
農
業
技
術
、か
ど
う
い
う

内
容
の
も
の
で
あ
っ

た
か
を
検
討
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
六
尺
の
長
さ
の
紹みぞ

で
船
(
陥
H
盤
)
の
基
底
部
の
幅
が
六
尺
と
き
ま
り
、
八
寸
の
紹
の
幅
で
剛

‘，h
“e
 

(
隣
間
)
の
幅
が
き
め
ら
れ
る
。
酬
は
畝
の
内
部
に
作
ら
れ
る
の
で
は
な
く

て
、
畝
と
畝
と
の
境
界
に
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
旋
さ
五
尺
二
寸、

間
隔

八
寸
の
卒
坦
な
高
畝
と
な
る
。
こ
の
五
尺
二
寸
の
厳
畝
に
橘
積
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
方
法
は
散
播
(
ば
ら
ま
き
〉
で
あ
っ
て
、
し
か
も
概

種

(
あ
つ
ま

き
)
で
あ
る
。
設
芽
す
れ
ば
、
密
植
を
防
ぐ
た
め
に
、
柄
の
長
さ
一
尺
幅
六
寸

の
除
草
具
で
、
た
て
よ
こ
六
寸
間
隔
に
な
る
よ
う
に
整
苗
し
て
ゆ
く
と
す
る
。

従
来
の
見
解
は
、
六
尺
の
庭
さ
の
畝
に
八
寸
ま
た
は
一
尺
の
酬
が
あ
っ
て
、

隣
上
に
播
種
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
西
嶋
氏
は
こ
れ
を
否
定
さ

れ
、
こ
の
任
地
篇
の
農
法
を
漢
書
食
貨
志
に
代
田
法
と
封
比
さ
れ
て
い
る
綬
田

と
同
一
の
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
の
「
綬
回
」
に
は
顔
師
古
の
注
が
あ
っ
て
、

「
綾
田
調
不
潟
酬
者
也
」
と
あ
る
の
が
氏
の
も
っ

と
も
お
お
き
な
根
擦
の
ひ
と

つ
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
の
解
稗
に
従
う
と
す
れ
ば
、
次
の
如

き
疑
問
が
依
然
と
し
て
残
る
。
ま
ず
、
氏
は
底
畝
に
ば
ら
ま
き
、
あ
つ
ま
き
に

し
、
登
芽
後
に
た
て
よ
こ
六
寸
に
整
商
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
つ
ま

き
に
す
れ
ば
多
く
の
種
子
が
無
駄
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ば
ら
ま
き
に
す
れ
ば

整
苗
の
段
階
で
非
常
な
労
力
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
み
ぞ
を
作
っ

て
播
種
す
る
こ
と
を
経
験
的
に
思
い

つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
氏
は
畝
と

畝
と
の
境
界
に
八
寸
の
酬
を
想
定
さ
れ
た
。
こ
の
叫
は
八
寸
の
紹
の
幅
で
き
ま

る
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
た
し
か
に
紹
の
幅
は
八
寸
で

あ
っ
て
も
、
酬
の
幅
を
も
八
寸
と
は
言
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
し
八
寸

の
耕
を
使
用
し
て
耕
す
と
す
れ
ば
、

質
際
に
は
約
厳
さ
一

尺

・
深
さ
一
尺
の
酬

が
で
き
あ
が
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
後
の
第
三
章
「
代
田
法
の
新
解

寝
」
と
密
接
に
関
連
す
る
の
で
、
そ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

次
に
「
四
民
月
令
と
そ
の
背
景
」
の
節
に
移
り
た
い
。
西
嶋
氏
は
、
四
民
月

令
の
鍛
艇
の
記
事
か
ら
小
農
民
を
相
手
と
す
る
豪
族
の
商
業
行
矯
を
分
析
さ
れ

た
が
、
そ
れ
は
楊
聯
陸
氏
の
示
唆
が
す
で
に
あ
る
こ
と
と
は
い
え
(
五
九
頁
注

ωお
よ
び
「
東
漠
的
豪
族
」
清
撃
事
報

一
一
緒
四
期
一

O
二
八
|
二
九
頁
参

照
)
、
そ
の
賞
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
黙
は
貴
重
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
二
・
三

・
五

・
八

・
九
月
の
武
怖
を
治
め
防
禦
を
習
練
す
る
記
事
を
も
っ

て
、
端
境
期

も
し
く
は
向
寒
期
に
お
け
る
貧
窮
農
民
の
盗
賊
化
を
防
備
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
と
す
る
の
は
、
徐
り
に
も
穿
ち
過
ぎ
た
見
方
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
こ
れ
ら

の
係
項
は
、
山
法
制
胞
の
異
民
族
の
侵
冠
に
封
す
る
防
備
強
化
の
た
め
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
握
寒
が
活
躍
し
た
の
は
桓
帝

・
簸
帝
の
頃
で
あ
り
、
こ
の
時
期
は
北
方

の
異
民
族
の
侵
入
が
相
い
縫
い
で
い
た
。
そ
も
そ
も
か
れ
の
出
身
地
は
稼
郡
で

あ
り
、

一隊
郡
に
は
安
帝
の
治
世
に
烏
桓
の
侵
窓
が
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
句
麗

王
が
玄
菟

・
遼
東
を
攻
め
て
き
た
時
に
は
、

一獄
郡
の
軍
隊
も
動
員
さ
れ
た
と
記

録
さ
れ
て
い
る
。
雀
建
も
ま
た
透
M
胞
の
五
原
太
守
に
赴
任
し
て
お
り
、
胡
虜
の

侵
入
を
目
撃
し
て
い
る
。

か
れ
の
郡
守
時
代
の
こ
と
と
し
て
、

「寒
整
腐
士

馬
、
厳
燦
候
、
虜
不
敢
犯
、
常
気
遺
最
」
と
あ
っ
て
い
そ
の
鹿
置
が
き
わ
め
て

-158ー



522 

適
切
で
あ
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
四
民
月
令
の
記
事
も
か
れ
の
鶴
験
を
も
と
に
し

て
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
章
代
団
法
の
新
解
稗

本
論
文
は
野
村
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
『
封
建
制
と
資
本
制
』
に
掲
載
さ
れ

た
の
を
骨
子
と
さ
れ
、
本
書
に
枚
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
と
く
に
補
論
と
し
て

本
論
文
設
表
後
に
出
さ
れ
た
伊
藤
徳
男
氏

・
米
田
賢
次
郎
氏
の
批
判
を
紹
介
し

つ
つ
、
各
々
を
検
討
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
根
本
的
な
鑓

更
を
必
要
と
し
な
い
と
考
え
て
い
る
と
さ
れ
た
。

西
嶋
氏
は
班
固
が
代
団
法
を
古
法
と
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
班

固
の
誤
解
で
あ
る
と
し
て
斥
け
、
越
過
の
創
意
で
あ
る
と
す
る
。
従
来
の
基
本

農
法
は
呂
氏
春
秋
士
容
論
に
一
が
さ
れ
た
よ
う
な
綬
回
と
呼
ば
れ
る
時
間
畝
散
播
法

で
あ
り
、
越
過
は
係
播
列
篠
栽
培
法
に
改
革
す
る
と
と
も
に
、
牛
耕
を
結
合
さ

せ
て
数
果
を
期
待
し
た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
た
。
氏
の
設
が
も
し
正
し
い
と
す

る
な
ら
ば
、
代
田
法
の
貫
施
は
中
闘
農
業
技
術
史
上
著
し
い
飛
躍
で
あ
る
。
し

か
し、

天
野
元
之
助
氏

・
大
島
利
一
氏

・
米
田
賢
次
郎
氏
は
一
畝
三
川
の
う
ね

た
て
方
式
を
戟
園
以
来
の
閣
内
統
的
な
農
法
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
一

畝

三
酬
を
越
過
の
創
意
と
す
る
の
に
疑
問
を
抱
く
。
以
下
そ
の
理
由
を
述
べ
て
み

た
い
。
度
さ
一
尺
深
さ

一
尺
の
酬
を
作
る
に
は
、
西
嶋
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
地
表
面
に
お
い
て
底
さ
七
寸
五
分
深
さ
七
寸
五
分
に
掘
り
、
そ
の
排
土
を

南
側
の
庭
さ
一
尺
二
寸
五
分
の
地
表
面
に
高
さ
二
寸
五
分
に
盛
り
上
げ
れ
ば
よ

い
。
こ
の
作
僚
を
ど
う
い
う
手
順
で
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
鮎
に
闘

し
て
氏
が
深
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
九
掌
算
術
品甘
五
商
功

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
例
題
が
解
決
の
手
掛
か
り
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
今
有
穿

地
積
一
部
尺
。
問
、
震
堅
域
各
幾
何
。
答
日
、
震
堅
七
千
五
百
尺
。
魚
崎
明
一
高

二
千
五
百
尺
。
術
日
、
穿
地
四
、
矯
抜
五
、
法
謂
息
土
。
魚
堅
三
、
堅
岳
周
築

土
。
震
櫨
四、

極
謂
穿
抗
。
此
皆
其
常
率
」
と
あ
る
。
代
団
法
の
う
ね
た
て
方

式
に
は
こ
の
例
題
の

一
荷
分
の

一
の
ス
ケ

ー
ル
の
も
の
を
想
定
す
る
と
よ
い
。

代
田
法
に
あ
っ
て
は
、
竪
(
築
士
〉
と
い
う
の
は
、
蹟
さ
七
寸
五
分
・
深
さ
七

寸
五
分
に
掘
る
‘と
き
の
排
土
で
あ
り
、
こ
の
排
土
を
地
表
面
に
お
い
て
底
さ一

尺
二
寸
五
分
の
壕
(
息
土
)
に
積
み
上
げ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
「
術
に
日

く
」
と
し
て
媛
と
竪
と
を
五
封
三
の
比
率
に
配
分
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い

る
。
九
章
算
術
の
方
法
で
作
w
慨
す
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
六
尺
の
畝
を
二
尺
ず
つ

に
三
分
し
、
つ
ぎ
に
各
々
の
部
分
を
三

(
七
寸
五
分
)
封
五
(
一
尺
二
寸
五

分
)
に
配
分
し
、
三
(
七
寸
五
分
〉
に
あ
た
る
部
分
に
裂
を
入
れ
、
深
さ
も
七

寸
五
分
に
掘
っ
て
、
こ

の
土
を
填
に
盛
り
上
げ
る
と
そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
貿
際
は
も
っ
と
簡
車
に
出
来
る
。
何
故
な
ら
、
あ
ら
か

じ
め
型
の
幅
を
七
寸
五
分
に
し
、

深
さ
七
寸
五
分
に
掘
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
て

お
け
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
呂
氏
春
秋
任
地
篇
の
〔
そ
の
(
刃
の
)
博

さ
八
寸
は
酬
を
成
す
所
以
な
り
一
の
記
述
が
想
い
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
九
章

算
術
の
七
寸
五
分
と
任
地
篇
の
八
寸
と
は
近
似
値
で
あ
る
。
従
っ
て
任
地
篇
の

い
う
庭
さ
八
寸
の
耕
を
使
用
す
れ
ば
、
代
田
法
と
同
様
に
ほ
ぼ
深
さ

一
尺
、
陸
相

さ
一
尺
の
酬
が
作
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
も
や
は
り
六
尺
の
腐
さ
の
畝
に
二
本
ま

た
は
三
本
の
酬
が
作
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
但
し
、
任
地
篇
の
農
法
は
牛
耕

と
結
合
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
代
田
法
の
如
く
五
頃
が
そ
の
経
営
規
模
の
車

位
と
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
一
尺
の
叫
は
立
入
地
な

い
し
排
水
溝
で
は
な
く
、
「
上
田
は
畝
を
棄
て
、
下
回
は
酬
を
棄
つ
」
と
あ

り
、
上
回

(古
岡
田
〉
は
、
一
尺
も
掘
れ
ば
地
中
の
緑
土
に
到
達
す
る
か
ら
こ
こ

に
播
種
し
、

下
回

(低
回
)
は
、
酬
が
す
で
に
禄
潤
で
あ
り
、
種
子
は
稜
芽
す

る
け
れ
ど
も
、
水
気
が
多
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
根
が
腐
朽
す
る
恐
れ
が
生
じ
る

か
ら
、

酬
を
棄
て
て
畝
上
に
播
種
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ

の
任
地
位
刷

nv 
cu 
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の
畝
立
て
方
式
は
ほ
ぼ
代
間
法
と
等
し
く
、
従
っ
て
班
固
が
代
田
法
を
指
し
て

「
古
法
な
り
」
と
明
言
す
る
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。(

上
回
早
苗
)

第
四
章
火
耕
水
縛
に
つ
い
て

第
五
章
破
磁
の
彼
方

こ
の
二
論
文
は
、
後
漢
よ
り
唐
末
に
い
た
る
中
闘
農
業
の
展
開
に
焦
黙
を
据

え
た
一
連
の
論
文
で
あ
る
。
と
も
に
単
な
る
農
業
技
術
論
に
堕
せ
ず
、
生
産
力

の
問
題
に
ま
で
鋭
い
視
角
を
み
せ
、
更
に
笛
時
の
農
村
の
枇
曾
問
題
を
も
追
求

す
る
姿
勢
を
示
さ
れ
た
好
篇
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
一
九
四
六
年
に
設
表

さ
れ
た
沓
作
に
加
筆
補
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
斬
新
な
問
題
提
起
が
戦

後
の
一
位
曾
経
済
史
研
究
の
設
展
に
大
き
く
寄
興
し
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

ま
た
雨
篇
を
通
じ
て
、
唐
末
ま
で
を
古
代
と
す
る
西
嶋
氏
の
立
場
が
如
賓
に
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
貼
は
爾
篇
の
償

値
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
時
代
随
分
に
忠
質
な
あ
ま
り
、
議
論
が
些
一

か
融
通
性
を
倣
く
結
果
と
も
な
っ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
雨
篇
と
も
特
に
米
田
賢
次
郎
氏
の
批
剣
に
謝
す
る
再
批
剣
に

か
な
り
の
紙
数
が
費
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
問
者
い
ず
れ
と
も
決
し

難
い
、
い
わ
ば
水
掛
け
論
に
終
っ
て
い
る
個
所
が
少
く
な
い
こ
と
か
ら
も
伺
え

ト
J
h

久
ノ
。

農
業
技
術
の
問
題
に
暗
い
筆
者
で
は
あ
る
が
、
氏
と
米
田
氏
と
の
論
争
中
に

明
ら
か
と
な
っ
た
問
題
貼
の
う
ち
、
基
本
的
と
思
え
る
一
一
一
一
一
の
指
摘
を
行
な
っ

て
叱
正
を
仰
、
ぎ
、
書
評
と
し
て
の
責
を
は
た
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
「
碩
磁
の
彼
方
」
の
補
論
を
問
題
と
し

L

ょ
う
。
こ
れ
は
、
贋
民
要
術
の

農
業
技
術
を
二
年
三
毛
作
形
式
を
前
提
と
す
る
も
の
と
考
察
さ
れ
、
華
北
に
お

け
る
農
業
技
術
の
登
展
を
論
ぜ
ら
れ
た
米
田
氏
へ
の
反
批
判
で
あ
る
。
そ
の
主

要
な
論
貼
は
、
付
、
市
青
の
播
種
の
た
め
に
「
瑛
」
、
が
行
な
わ
れ
る
以
上
、
市
営
の

前
作
と
し
て
夏
作
物
の
存
在
を
認
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
口
、
二
年
一
一
一

毛
作
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
委
↓
豆
、
豆
↓
粟
と
い
う
方
式
が
同
一
圃
場
で

行
な
わ
れ
る
こ
と
が
認
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
要
術
の
記
述
中
に
そ
の
こ

と
は
ど
こ
に
も
示
さ
れ
て
い
な
い
、
と
要
約
で
き
、
か
か
る
論
結
を
前
提
と
し

て
、
南
北
朝
は
農
業
生
産
力
低
下
の
時
代
で
あ
る
こ
と
、
嘗
時
の
華
北
農
業
は

穀
田
と
描
芦
田
が
分
離
し
た
形
態
で
あ
っ
て
、
穀
田
に
お
け
る
粟
作
を
中
心
作
物

と
す
る
一
年
)
毛
作
形
式
の
農
法
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
さ
れ
た
。

さ
て
第
一
の
論
貼
は
、
二
年
三
毛
作
形
式
の
成
否
が
、
ほ
と
ん
ど
瑛
の
作
業

を
如
何
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
以
上
、
最
も
重
要
で
あ

る
。
私
は
瑛
に
つ
い
て
い
ま
一
つ
の
理
解
を
示
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
あ
ま

り
に
も
嘗
然
の
こ
と
な
の
で
、
見
落
し
易
い
こ
と
な
の
だ
が
、
瑛
が
冬
作
物
に

関
係
す
る
作
業
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夏
作
物
の
場
合
に
は
、
普
通
秋
の
牧

穫
後
に
深
く
耕
起
し
、
更
に
翌
春
に
は
浅
耕
し
て
水
分
の
保
持
と
土
壌
の
分
解

を
期
す
の
で
あ
る
が
、
冬
作
物
の
場
合
に
は
秋
耕
・
春
耕
と
も
時
期
的
に
不
可

能
で
あ
る
。
そ
こ
で
要
術
は
瑛
と
い
う
言
葉
で
夏
作
物
の
場
合
と
そ
の
作
業
を

庖
別
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
理
解
す
る
と
、
土
壌
を
分
解
す
る
目
的
か
ら
は

膜
は
出
来
る
だ
け
早
期
に
、
そ
れ
も
五
・
六
月
の
雨
回
に
行
な
う
こ
と
が
の
ぞ

ま
し
い
。

一
方
、
華
北
の
降
雨
は
六
・
七
・
八
月
の
い
ず
れ
か
に
集
中
的
に
降

る
の
で
、
黄
土
地
糟
で
水
分
を
遁
嘗
に
地
中
に
保
持
す
る
た
め
に
は
、
表
土
を

薄
く
す
く
程
度
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
古
賀
登
氏
は
、
こ
の

作
業
は
表
土
を
一
寸
五
分
の
深
さ
に
携
擾
す
る
と
き
最
も
数
率
が
よ
い
と
の
設

を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
(
「
中
園
多
毛
作
農
法
の
成
立
」
古
代
撃
八
容
三
銃
二

四
三
頁
〉
。
瑛
が
黄
土
居
特
有
の
毛
細
管
を
断
つ
重
要
な
作
業
で
あ
る
こ
と
は

-160ー
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す
で
に
疑
問
の
徐
地
は
な
い
が
、
市
営
作
地
に
お
い
て
は
、
五

・
六
月
の
時
期
に

あ
ま
り
土
地
を
動
か
し
す
ぎ
、
毛
細
管
を
深
部
か
ら
断
っ
て
し
ま
う
と
、
雨
期

の
到
来
と
と
も
巳
地
表
に
水
が
溜
り
、
七

・
八
月
の
炎
天
下
に
か
ち
か
ち
に
固

ま
っ
て
耕
作
に
た
え
ぬ
土
地
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
要
術
も
注
意
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
(
二
三
六
頁
、
要
術
皐
裕
第
十
二
)
。

以
上
の
如
く
瑛
を
冬
作
物
に
関
係
す
る
作
業
と
認
め
れ
ば
、
要
術
が
特
に
奏

の
項
に
醐
択
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
西
嶋
氏
が
瑛
を

市
営
の
播
種
前
の
作
業
と
考
え
ら
れ
た
の
は
不
正
確
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま

し
て
や
そ
の
作
業
内
容
を
、
よ
く
耕
起
し
て
整
地
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
の

は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
米
田
氏
が
説
か
れ
る
ご
と
く
婆
の
刈
取
後
の
作
業

な
の
で
あ
っ
て
、
委
底
の
利
用
(
そ
れ
は
官
官
で
あ
っ
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
〉

を
前
提
と
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
米
田
氏
に
も
一
見
嘆
の

後
に
婆
作
が
想
定
さ
れ
ぬ
か
の
如
き
記
述
が
あ
る
の
は
不
注
意
で
あ
る
。
し
か

し
こ
こ
で
は
、
膜
が
必
ず
し
も
奈
の
前
作
と
し
て
の
夏
作
物
を
否
定
す
る
材
料

に
は
な
ら
な
い
点
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
も
し
も
委
底
に
夏
作
物

を
播
種
す
る
場
合
は
、
瑛
は
同
時
に
夏
作
物
設
芽
期
の
保
水
の
役
割
も
は
た
す

こ
と
は
米
国
設
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
要
術
の
記
述
方

法
は
、
毎
年
同
一
圃
場
で
同
一
作
物
を
栽
培
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
の

で
、
安
の
一
年
一
作
設
を
主
張
さ
れ
る
著
者
の
限
に
は
、
瑛
が
褒
の
播
種
前
の

作
業
の
み
を
述
べ
た
も
の
と
映
っ
た
の
は
無
理
の
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
こ
の
要
術
の
記
述
方
法
か
ら
直
ち
に
婆
の

一
年

一
作
を
想
定
す
る
こ

と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
農
垂直の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い

う
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
古
賀
氏
は
元
の
王
禎
の
『
幾
重
田
』
に
も
五
・
六
月

に
膜
を
行
う

一
文
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
(
前
掲
古
代
率
二
四
三

頁
)
。
王
頑
は
要
術
を
祖
述
し
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
は
重
要
な
意

味
を
も
っ
。
西
嶋
氏
の
解
震
に
従
っ
て
、
膜
が
あ
る
限
り
同
一
圃
場
で
の
二
年

三
毛
作
が
不
可
能
と
さ
れ
る
な
ら
、
王
績
の
記
事
は
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
氏
の
論
法
か
ら
い
え
ば
、
元
代
に
お
い
て
も
二
年
三
毛
作
は
成
立
し
な

い
と
い
う
設
が
生
ま
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
要
術
の
記
述
に
「
即
日
の
利
用
を
述
べ
た
箇
所

の
多
い
鮎
に
着
目
し
、
華
北
農
業
の
不
安
定
性
に
封
廃
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た

土
地
の
回
縛
の
習
慣
こ
そ
が
二
年
三
毛
作
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

た
米
田
氏
の
見
解
は
ま
さ
に
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

西
山
武

一
氏
や
古
賀
氏
も
湾
民
要
術
か
ら
黍
(
或
い
は
豆
〉
と
積
婆
を
利
用

し
た
二
年
三
毛
作
の
可
能
性
は
認
め
て
お
ら
れ
る
。
禾
本
科
と
豆
科
の
作
物
を

利
用
し
た
二
年
三
毛
作
は
或
い
は
小
地
の
貧
農
、
或
い
は
華
北
農
業
の
不
安
定

性
に
苦
し
む
農
民
が
考
え
出
し
た
生
活
の
智
恵
な
の
で
あ
る
。
要
術
中
に
婆
↓

豆
、
豆
↓
莱
の
方
式
が
同

一
園
場
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
記
載
し
て
い
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、

二
年
三
毛
作
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

「
火
耕
水
縛
に
つ
い
て
」
は
、

「
硯
磁
の
彼
方
」
を
補
強
す
る
目
的
で

一
九

五
一
年
に
書
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
諸
氏
の
批
剣
を
と
り
入
れ
て
全

面
的
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
南
北
朝
に
お
け
る
農
業
生
産
力
を

低
く
許
債
す
る
著
者
の
基
本
的
な
見
解
に
は
饗
り
が
な
く
、
そ
の
主
た
る
論
援

を
江
准
稲
作
の
一
年
休
閑
法
と
直
播
法
に
求
め
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
更
に
西

嶋
氏
は
、
唐
代
に
稲
作
技
術
の
改
革
が
あ
っ
た
と
想
定
し
、
苗
代
仕
立
に
よ
る

田
植
農
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
耕
地
は
毎
年
牧
穫
を
得
る
こ
と

に
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
伴
っ
て
水
回
裏
作
と
し
て
婆
を
栽
培
す
る
と
い
う
江

南
に
お
け
る
二
毛
作
の
成
立
が
可
能
(
傍
貼
筆
者
)
」
と
な
っ
た
と
考
え
て
お
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
は
素
朴
な
疑
問
を
提
出
し
た
い
。
苗
代
の
利
用
〈
そ
れ
は
本
田
を

-161一



525 

約
二
カ
月
徐
計
に
活
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
)
に
件

っ
て
約
四
倍
の
牧
穫
を
期

待
す
る
論
法
は
あ
ま
り
に
唐
突
で
は
な
か
ろ
う
か
。
南
北
朝
に
お
け
る
稲
作
の

護
遥
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
説
明
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
叉
西

嶋
氏
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
隔
の
燭
帝
が
開
加
護
し
た
江
准
と
華
北
を
結
ぶ
大
運

河
の
も
つ
意
味
も
薄
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
は
す
ま
い
か
。
筆
者
も
唐
・
宋
に

お
け
る
農
業
経
営
の
設
展
は
勿
論
認
め
た
い
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の
時
代
に
お

け
る
進
歩
の
跡
が
ネ
ク
レ
ク
卜
さ
れ
て
は
六
朝
惰
唐
枇
曾
の
理
解
が
困
難
に
な

る
と
考
え
て
い
る
。
歴
史
は
進
歩
の
跡
を
追
求
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
遅
れ
た
面
を
拾
い
出
す
な
ら
い
つ
の
時
代
で
も
、
も
う
き
り
は
な
い
c

時
代
の
後
展
を
支
え
る
側
面
に
、
よ
り
注
意
を
払
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

浅
拶
の
身
を
願
り
み
ず
微
々
の
非
躍
の
言
僻
を
列
ね
た
が
、
い
ま
少
し
要
術

に
立
ち
か
え
っ
て
議
論
を
進
め
れ
ば
、
官
同
民
要
術
水
稲
第
十
一
の
「
歳
易
」
を

一
年
休
閑
法
と
解
し
、
こ
の
こ
と
を
有
力
な
設
壊
と
し
て
米
田
氏
の
他
作
物
と

の
輪
作
に
よ
る
一
年
一
毛
作
説
を
否
定
さ
れ
る
氏
が
、
麻
お
よ
び
殺
に
闘
す
る

「
歳
出
羽
」
に
は
他
作
物
と
の
輪
作
に
よ
る
一
年
一
毛
作
を
認
め
、
こ
の
場
合
の

放
易
は
躍
に
同
一
回
場
で
の
連
作
を
避
け
る
べ
き
こ
と
を
指
示
し
た
記
述
と
し

て
、
米
田
氏
と
同
様
に
理
解
さ
れ
る
ご
九
八

・
二
四
八
頁
)
の
は
要
術
解
務

上
の
不
統
一
だ
と
い
え
ま
い
か
。
ま
た
こ
の
際
、
水
稲
と
委
と
の
輪
作
は
、
西

嶋
氏
の
解
釈
(
一
九
八
頁
)
を
@
重
し
て
除
外
す
る
と
し
て
も
、
水
稲
の
翌

年
、
豆
そ
の
他
の
数
料
胡
を
植
え
る
こ
と
は
充
分
可
能
な
の
で
あ
る
。
か
つ
米
国

説
に
よ
っ
て
放
易
を
水
稲
と
他
作
物
と
の
輪
作
と
考
え
、
今
年
水
回
と
し
て
利

用
す
れ
ば
、
期
立
年
は
陸
田
と
す
る
と
い
う
方
式
は
、
水
草
系
の
雑
草
を
除
く
た

め
に
有
利
な
方
法
と
考
え
う
る
以
上
、
米
田
氏
の
見
解
の
方
が
要
術
の
解
寝
と

し
て
よ
り
整
合
的
で
あ
る
と
み
た
い
。

そ
の
他
、
是
非
採
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
も
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
一
は

社
預
の
上
奏
文
の
理
解
で
あ
り
、
そ
の
こ
は
第
二
部
第
二
章
の
「
貌
の
屯
田

制
」
と
の
閥
巡
の
上
で
江
准
の
稲
作
を
と
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

前
者
は
、
不
完
全
な
阪
の
利
用
は
水
害
の
危
険
が
多
い
の
で
、
リ
ス
ク
を
見
込

ん
で
牧
量
の
多
い
水
稲
を
作
る
よ
り
も
、
陸
回
に
鵜
換
し
た
方
が
む
し
ろ
有
利

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
水
稲
の
生
産
性
の
低
さ
を
い
っ

た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
水
稲
の
生
産
性
が
低
い
と
す
れ
ば
、
嘗
時

な
ぜ

一
年
一
作
の
陸
回
か
ら
二
年
一
作
の
水
回
に
耕
作
形
態
が
愛
化
し
た
の
か

説
明
が
つ
き
か
ね
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
、
貌
の
時
代
、
准
河
流
域
の
水
田
耕

作
に
よ
る
軍
屯
回
で
は
、
田
丘
二
人
が
五

O
畝
を
耕
作
し
て
一
年
に
一
二
五
餅

を
官
に
枚
め
る
の
が
卒
均
値
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
れ
ば
官
の
徴
収
額
が
一
畝
あ

た
り
毎
年
二
削
五
斗
と
な
る
と
計
算
さ
れ
、
こ
の
徴
牧
額
が
畝
骨
回
牧
穫
量
の
約

半
額
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
(
一
ニ
四
九
頁
〉
、
こ
こ
で
も
し
稲
作
が

一
年
休
閑
法
を
と
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
回
丘
二
人
一
年
の
耕
地
は
二
五
畝
と

な
り
、
牧
穫
量
は
宇
減
し
て
、
そ
の
全
額
が
官
に
徴
枚
さ
れ
る
計
算
と
な
り
、

分
盆
官
校
と
い
う
屯
回
経
営
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

徒
ら
に
妄
言
を
重
ね
た
が
、
著
者
の
御
敬
一ホ
を
乞
い
た
い
と
思
う
。(

勝
村
哲
也
)

-162-

第
二
部
第
二
章
貌
の
屯
田
制

本
書
の
第
二
部
「
土
地
制
度
史
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
は
、
秦
漢
時
代
の
土

地
制
度
が
均
田
制
の
方
向
に
向
っ
て
ど
の
よ
う
に
鑓
化
し
て
ゆ
く
か
を
探
る
た

め
に
、
ま
ず
貌
の
屯
田
制
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
民
田
に
封
す
る
園
家
的
土
地

規
制
を
含
む
E
自
の
占
田
課
回
制
に
な
、
ぜ
進
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
解
明
し

よ
う
と
し
て
、
そ
の
接
績
の
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
屯
田
制
廃
止
問
題
が
中
心
に

す
え
ら
れ
る
。屯
回
が
課
回
に
つ
な
が
る
と
い
う
そ
の
大
筋
は
、
か
の
宮
崎
市
定
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民
の
設
に
一
致
す
る
が
、
西
嶋
氏
の
論
鐙
過
程
は
も
ち
ろ
ん
氏
に
濁
自
の
も
の

で
あ
り
、
い
ま
こ
こ
で
は
氏
の
論
法
を
中
心
と
し
て
所
感
を
の
べ
て
み
た
い
。

本
論
文
に
お
け
る
氏
の
論
法
に
は
、
事
柄
を
徐
り
に
論
理
的
に
は
っ
き
り
割

り
き
ろ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
説
得
性
に
歓
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
、
典
農
部
所
属
の
民
屯
と
そ
れ
以
外
の
軍
屯
と
を
専
ら

制
度
上
の
組
織
か
ら
厳
密
に
分
け
、
民
屯
の
屯
田
民
に
は
兵
役
が
全
く
な
く
、

屯
回
丘
(
は
専
ら
軍
屯
で
の
耕
作
者
に
限
ら
れ
る
と
の
線
を
あ
く
ま
で
も
貫
ぬ
こ

う
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
屯
田
官
段
止
令
は
専
ら
典
農
部
民
屯
を
時
四
止
す
る
も

の
で
あ
り
、
軍
屯
は
こ
れ
に
関
係
な
く
、
屯
田
官
駿
止
令
の
目
的
と
さ
れ
た

「
均
政
役
」
の
政
役
と
は
兵
役
を
指
す
も
の
で
あ
っ

て
、
「
均
政
役
」
と
は
兵

役
の
な
か
っ
た
典
農
部
屯
田
民
に
一
般
州
郡
民
と
同
じ
く
兵
役
を
課
す
(
も
ち

ろ
ん
反
封
に
、
佃
科
は
田
租
戸
調
と
な
っ
て
他
と
比
例
的
に
軽
減
さ
れ
る
)
こ

と
だ
と
す
る
。
こ
の
説
に
封
し
て
は
、
す
で
に
藤
家
龍
之
助
氏
(
「
曹
貌
の
典

農
部
屯
田
の
消
長
」
東
洋
挙
報
四
五
各
二
放
)
が
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
よ
う

に
、
い
わ
ゆ
る
典
由
民
部
所
管
の
民
屯
に
全
く
兵
役
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
疑

わ
し
く
、
ま
た
軍
屯
の
屯
田
兵
だ
け
を
兵
戸
と
す
れ
ば
、
鄭
か
ら
河
南
に
移
さ

れ
た
丘
ハ戸
の
説
明
に
窮
す
る
こ
と
に
な
る
(
本
書
三
五

O
頁
)
。

す
な
わ
ち、

兵
戸
が
笛
時
の
戦
力
の
基
幹
で
あ
る
と
い
う
潰
口
重
園
氏
の
説
に
封
し
て
、
ど

う
調
盤
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
も
一
つ
だ
け
疑
問

と
な
る
資
料
を
提
示
し
て
お
こ
う
。
西
嶋
氏
自
身
が
引
用
さ
れ
た
毅
志
谷
九
曹

爽
停
注
引
数
略
の
文
章
(
=
二
二
頁
μ
、
す
な
わ
ち
嘉
卒
一冗
年
、
司
馬
訟
の
ク

ー
デ
タ
の
直
前
に
、
桓
範
が
曹
爽
の
た
め
を
患
っ
て
「
叉
謂
(
曹
)
義
目
、
卿

品
百

(
H中
領
軍
)
近
在
閥
南
、
洛
陽
典
農
治
在
域
外
、
呼
召
如
意
」
と
い
い
、

曹
爽
の
弟
に
傘
丘
一
を
す
す
め
た
文
章
は
、
典
農
所
管
屯
民
が
動
員
兵
力
と
し
て

期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
質
際
に
前
日
爽
侍

に
は
右
の
個
所
の
少
し
前
に
引
く
干
賛
否
記
に
、
「
前
田
爽
留
軍
駕
、
宿
伊
水

南
、
伐
木
魚
鹿
角
、
設
屯
田
兵
数
千
人
、
以
気
街
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
屯
田
兵

は
洛
陽
典
農
部
の
民
屯
所
属
の
も
の
と
考
え
て
差
支
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
屯
田
民
が
兵
役
に
関
係
す
る
の
は
「
建
安
年
間
の
み
で
あ
っ
て
、
文

帝
の
貰
初
年
間
以
後
は
み
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
」
(
三
五
八
頁
)
と
い
う

意
見
と
低
鰯
す
る
む
血
ハ
阻
成
部
屯
民
は
丘
(
役
に
全
く
閥
係
な
し
、
と
断
定
す
る
こ

と
は
少
く
と
も
強
癖
で
あ
り
、
屯
民
は
兵
力
と
し
て
動
員
さ
れ
易
く
、
し
た
が

っ
て
洛
陽
奥
山
茂
部
所
管
の
屯
民
も
兵
戸
で
あ
っ
た
可
能
性
は
強
い
と
恩
わ
れ

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
典
農
部
の
屯
民
に
も
兵
役
が
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い

と
す
れ
ば
、
「
均
政
役
」
の
意
味
も
あ
ら
た

め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
著
者
は
藤
家
氏
の
批
剣
に
よ
っ
て
、
こ
と
に
第
三
節
四
の
「
典
農
官
需
離

の
契
機
」
の
項
な
ど
で
は
醤
稿
を
補
正
し
て
お
ら
れ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
か

な
り
重
要
な
駄
に
つ
い
て
は
、
今
度
の
新
版
で
も
う
少
し
説
明
を
加
え
て
ほ
し

か
っ
た
と
思
う
。

次
に
、
血
(
農
部
屯
田
官
の
み
が
な
ぜ
廃
止
の
封
象
に
な
っ
た
か
の
説
明
に
お

い
て
、
典
農
官
の
末
作
治
生
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
商
行
震
が
屯
田

内
に
行
な
わ
れ
だ
し
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
農
桑
に
務
め
る
べ
き
使
命
を
お
び

て
生
み
だ
さ
れ
た
典
農
部
屯
田
を
し
て
、
こ
の
愛
化
に
よ
る
自
己
矛
盾
に
陥
い

f

れ
て
い

っ
た
こ
と
、
の
指
摘
は
重
要
な
意
義
を
も
っ
。
し
か
し
そ
の
際
、
典
段

官
の
側
に
注
目
す
る
あ
ま
り
、
典
耐
震
官
自
慢
の
心
情
の
あ
り
方
に
ま
で
そ
の
説

明
の
根
接
を
求
め
ら
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
窮
僻
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
心
情
鎚
化
を
貌
室
と
の
関
係
と
か
、
司
馬
氏
と
の
閥
係
と
か
を
媒

介
と
す
る
廻
り
く
ど
さ
を
や
め
て
、
屯
田
民
を
支
配
す
る
側
の
典
出炭
官
だ
け
で

な
く
、
屯
国
民
そ
の
も
の
を
も
商
行
局
の
中
に
ま
き
-
」
ん
で
ゆ
く
よ
う
な
祉
曾

の
必
然
的
設
展
に
端
的
な
理
由
を
求
め
ら
れ
れ
ば
十
分
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ

-163ー
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れ
る
。
そ
れ
は
、
華
北
の
統
一
が
で
き
て
吐
舎
が
安
定
に
向
か
え
ば
、
蛍
然
お

こ
る
は
ず
の
傾
向
で
あ
っ
て
、
夙
に
岡
崎
文
夫
氏
が
説
か
れ
た
よ
う
に
、
「
屯

田
は
華
北
秩
序
の
安
定
に
役
立
っ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
さ
え
行

な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
屯
田
な
ど
は
常
然
廃
止
さ
る
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
」
(
本

書一二

O
O頁
引
用
)
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ

を
深
め
て
、
屯
田
内
部
に
お
け
る
商
業
行
局
の
侵
入
を
著
者
が
指
摘
さ
れ
た
の

は
貴
重
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
内
郡
の
典
良
部
民
屯
の
陵
止
と
、
明
辺
境
要
地
の

寧
屯
の
存
績
と
い
う
こ
と
も
、
著
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
と
右
の
指
摘
を
よ
り
ス
ム
ー
ス
に
組
み
合
わ
せ
て
、
商
行
震

の
侵
入
に
よ
る
屯
田
内
部
の
自
己
矛
盾
は
嘗
然
内
郡
に
お
い
て
早
く
進
行
す
る

も
の
で
あ
り
、
閤
境
軍
屯
は
軍
事
的
必
要
か
ら
嘗
然
強
力
な
規
制
と
存
績
の
努

力
が
な
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
方
向
で
説
明
が
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。第

三
章
「
北
費
河
清
三
年
田
令
に
つ
い
て
」
は
著
者
の
奮
稿
に
謝
す
る
曾
我

部
静
雄
氏
の
批
剣
に
答
え
た
「
補
論
」
を
附
す
。
爾
氏
の
論
宇
に
つ
い
て
私
は

西
嶋
氏
の
設
の
方
、
が
理
解
し
易
い
と
思
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
問
題
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
っ
い
最
近
、
西
村
元
佑
氏
の
こ
れ
に
闘
す

る
問
題
設
展
が
出
た
、
」
と
だ
け
を
つ
け
加
え
て
お
く
(
東
方
率
三
三
輯
参
照
)
。

(川
勝
義
雄
)

第
四
挙
吐
魯
番
出
土
文
書
よ
り
見
た
る
均
田
制
の
施
行
欣
態

も
と
『
西
成
文
化
研
究
』
の
一
篇
と
し
て
載
せ
ら
れ
た
木
論
文
が
、
同
書
の

岡
藤
士
口
之

・
西
村
元
佑
雨
氏
の
論
考
と
と
も
に
、
未
殺
表
の
零
細
な
唐
代
公
文

書
を
整
理
研
究
し
て
、
嘗
時
の
ト
ル
フ
ァ
ン
に
お
け
る
土
地
制
度
の
寅
情
を
明

ら
か
に
し
た
基
礎
的
な
業
績
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
周
知
の

M

」
と
に
属
す
る
。

本
論
文
の
内
容
と
問
題
黙
と
は
す
で
に
池
田
温
氏
を
は
じ
め
、
宮
崎
市
定

・
河

地
重
迩
ら
の
諸
氏
に
よ
っ
て
詳
細
に
紹
介
批
評
さ
れ
、
堀
敏
一
氏
の
事
説
史
的

整
理
を
へ
て
、
昨
年
の
「
均
田
制
を
ど
う
見
る
か
」
の
座
談
合
同
記
録
(
東
洋
文

化
三
七
披
ν
が
詳
細
な
参
考
文
献
を
つ
け
て
問
題
の
所
在
を
理
解
し
や
す
く
示

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
は
や
私
が
屋
上
に
屋
を
架
す
る
必
要
は
な
い
の

で
あ
る
が
、
二
三
の
問
題
を
提
示
し
て
教
え
を
乞
う
こ
と
に
す
る
。

西
嶋
氏
の
基
本
的
な
態
度
が
、
吐
魯
番
文
書
の
示
す
均
田
制
の
「
意
図
す
る

と
こ
ろ
は
一
地
方
の
特
殊
事
情
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
唐
代
土
地
制
度
の
基
軸

と
し
て
の
均
田
制
一
般
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
(
五
六
三
頁
)
と

す
る
立
場
で
あ
り
、
ト
ル
フ
ァ
ン
に
お
け
る
田
土
の
還
授
を
根
銭
と
し
て
敦
爆

に
も
そ
の
賞
施
を
推
定
し
、
さ
ら
に
中
国
内
地
に
も
そ
れ
を
推
し
及
ぼ
そ
う
と

す
る
そ
の
方
法
は
「
仮
設
の
上
に
立
つ
」
説
明
(
堀
氏
批
評

・
東
洋
事
報
四
田

谷
四
放
一
一
四
頁
)
で
あ
り
、
そ
の
「
作
業
は
多
く
将
来
に
残
さ
れ
て
い
る
」

(
池
田
氏
批
評

・
史
皐
雑
誌
六
九
編
八
蹴
八
三
頁
)
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ル
フ
ァ
ン
の
い
わ
ゆ
る
均
田
制
を
も
っ
て
直
ち
に
中

園
内
地
の
均
田
制
貫
施
を
推
定
す
る
た
め
に
は
、
な
お
多
く
の
論
設
を
必
要
と

す
る
の
で
あ
り
、
と
く
に
ト
ル
フ
ァ
ン
と
い
う
地
域
の
特
殊
性
が
十
分
に
考
慮

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
西
嶋
氏
ら
が
吐
魯
番
文
書
を
均
回
文
書
と
し

て
自
明
の
理
の
如
く
に
取
扱
わ
れ
た
の
に
謝
し
て
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ

は
屯
田
文
書
で
あ
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
給
田
は
、
む
し
ろ
令
制
中
の
屯
団
法

に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
の
根
本
的
な
疑
問
を
提
出
さ
れ
た
宮
崎
市
定

氏
も
、
ま
た
屯
田
が
多
か
っ
た
こ
の
地
の
特
殊
性
を
考
慮
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
宮
崎
設
に
劃
し
て
は
、
池
田
氏
の
批
剣
が
あ
り
、
西
嶋
氏
も
も
っ
ぱ
ら

池
田
氏
の
批
判
を
根
接
と
し
て
、
こ
れ
を
誤
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

-164一
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が
(
本
書
二
九
六
頁
注
げ
)
、
し
か
し
池
田
氏
の
批
判
で
決
着
が
つ
い
た
か
ど
う

か
に
も
ま
だ
疑
い
は
存
在
す
る
。
池
田
氏
は
「
高
昌
豚
下
に
屯
田
の
存
在
し
た

鐙
徴
は
知
ら
れ
ぬ
」
(
前
掲
池
田
氏
批
評
八
六
頁
補
註
〉
、
と
さ
れ
る
が
元
和

郡
勝
志
谷
四

O
に
よ
れ
ば
「
天
山
軍
在
州
域
内
、
開
元
二
年
賀
」
と
あ
っ
て
、

西
州
域
内
す
な
わ
ち
高
田
田
勝
に
あ
っ
た
天
山
箪
が
、
池
田
氏
の
あ
げ
ら
れ
た

「
天
山
(
軍
)
一
屯
」
や
「
天
山
屯
営
団
五
十
頃
」

に
一
致
す
る
こ
と
は
確
貫

で
あ
り
、
前
記
座
談
曾
記
録
一

O
頁
に
お
い
て
、
池
田
氏
が
こ
れ
を
「
天
山
懸

屯
営
団
五

O
頃
」
と
解
さ
れ
た
の
は
誤
ま
り
で
ρ
天
山
軍
屯
管
田
は
軍
府
の
置

か
れ
た
高
昌
豚
下
に
最
も
多
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う

(
元
和
郡
鯨
志
の
こ
の
記
事
は
藤
枝
晃
氏
の
教
示
に
よ
る
)
。
宮
崎
氏
の
均
田

法
か
ら
屯
団
法
へ
の
移
行
設
に
は
私
も
た
し
か
に
疑
問
を
感
ず
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
宮
崎
氏
の
屯
田
説
そ
の
も
の
は
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
要
求
す
る
性
質

の
重
大
な
提
言
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
か
り
に
屯
田
設
を
否
定
し
て
、
著
者
ら
の
い
わ
ゆ
る
均
田
設
の
立

場
に
立
っ
て
み
よ
う
。
そ
の
さ
い
重
要
な
こ
と
は
、
池
田
氏
、が
指
摘
し
た
給
田

内
容
に
お
け
る
階
層
差
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
唐
朝
の
均
田
制
下

に
お
い
て
も
、
高
昌
園
以
来
の
在
地
勢
力
が
奮
来
の
地
位
を
温
存
し
て
い
っ
た

と
想
定
し
た
黙
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(
前
掲
池
田
氏
批
評
八
二
頁
)
。

こ
の
こ

と
と
職
田
・
公
勝
田
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
官
田
に
封
す
る
新
し
い
視
角
(
前
掲
座

談
曾
記
録
三

O
頁
)
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
ト
ル
フ
7

ン
の
耕
地
の
う
ち

大
き
な
比
率
を
占
め
る
と
い
わ
れ
る
官
田
の
な
か
に
も
、
こ
の
地
方
の
官
吏
に

任
用
さ
れ
た
摘
出
来
の
在
地
勢
力
もかか
れ
ら
の
土
地
を
名
目
的
に
職
回

・
公
解
回

な
と
の
形
を
と
っ
て
維
持
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
寺
院
に
封
す
る
名
目
的
寄
進
が
あ
り
え
た
よ
う
に
、
官
田
の
中
に

も
そ
の
よ
う
な
形
で
の
沓
私
有
地
の
温
存
が
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
本
書
に
お
い
て
示
さ
れ
た
個
人
制
の
底
汎
な
存
在
に
は
、
こ
の
よ
う
な

事
情
も
か
ら
む
の
で
は
な
い
か
、
給
回
額
の
零
細
化
と
授
給
地
の
散
在
と
い
う

こ
と
も
、
こ
の
地
が
本
来
狭
郷
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
右
の
よ
う
な
性
格

の
官
回

・
寺
田
が
耕
地
を
先
取
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
面
を

考
え
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
の
方
向
だ
け
を
提
示
し
て
お
き
た
い

と
思
う
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
こ
の
地
方
に
お
け
る
歴
史
的
特
性
の
問
題
で
あ

り
、
ま
た
一
般
に
均
田
制
を
考
え
る
場
合
の
各
地
方
に
お
け
る
歴
史
的
特
性
の

問
題
に
つ
な
が
る
と
同
時
に
、
理
念
と
現
賞
と
の
関
係
の
問
題
に
も
関
連
す
る
。

古
代
専
制
闘
家
の
農
民
支
配
の
構
造
を
こ
こ
か
ら
一
般
的
な
形
で
抽
出
す
る
ま

で
に
は
、
ま
だ
前
途
遼
遠
で
あ
る
こ
と
を
恩
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

(
稲
葉
一
郎

川
勝
)

商
品
生
産
の
展
開
と
そ
の
構
造

|
|
中
国
初
期
棉
業
史
の
研
究
|

|

著
者
が
十
六

・
七
世
紀
を
中
心
と
す
る
中
関
初
期
棉
業
史
に
つ
い
て
、
綿
花

栽
培
と
棉
紡
織
業
が
全
図
的
に
普
及
し
、
そ
れ
が
完
全
な
商
品
生
産
に
化
し
て

い
た
こ
と
、
お
よ
び
松
江
府
近
傍
の
取
引
市
場
を
基
軸
と
し
て
、
商
業
費
木
を

媒
介
と
す
る
圏
内
商
品
市
場
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
松
江
府
に
お
け

る
紡
績

・
織
布
の
商
品
生
産
、
と
く
に
粗
布
系
統
の
織
布
生
産
が
、
農
村
の

「
零
細
過
小
農
」
の
家
計
補
充
手
段
と
し
て
の
副
業
的
生
産
と
し
て
成
立
し
て

い
た
こ
と
、
な
ど
の
諸
現
象
を
論
詮
し
た
こ
の
有
名
な
努
作
が
、
戦
後
の
明
荷

枇
曾
経
済
史
研
究
の
方
向
を
決
定
す
る
劃
期
的
な
業
績
で
あ
っ

た
-
}
と
は
い
ま

さ
ら
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
こ

で
は
そ
れ
ら
の
諸
現
象
の
う
ち
、
い
さ
さ

か
浴
意
的
に
で
は
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
今
目
的
問
題
と
な
り
う
る
鮎
に
し
ぼ

っ
て
、
我
々
の
見
解
を
の
べ
て
み
た
い
。

p
h
u
 

n
b
 

司
自
ム

第

部



529 

こ
の
労
作
を
通
じ
て
著
者
が
到
達
し
た
結
論
の
一
つ
の
側
面
は
、
い
ま
の
ベ

た
諸
現
象
の
指
摘
に
も
と
づ
く
「
停
滞
性
理
論
」
批
判
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
の
侵
入
以
前
に
お
け
る
中
園
農
村
工
業
が
、

「
ア
ジ
ア
的
農
村
工
業
の
特
徴
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
ご
と
き
、
商
業
資
本

の
支
配
を
受
け
る
こ
と
な
き
自
給
自
足
的
家
内
仕
事
の
段
階
に
あ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
」
(
七
五
一
頁
)
と
い
う
4
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
側
面
と
表

裏
を
な
す
も
う
一
つ
の
側
面
こ
そ
、
そ
の
後
の
著
者
の
研
究
方
向
を
規
定
し
、

ま
た
多
く
の
中
国
史
研
究
が
く
り
か
え
し
批
剣
克
服
を
試
み
な
が
ら
、
い
ま
だ

に
十
分
な
成
果
を
あ
げ
ず
、
中
闘
史
研
究
自
慢
を
停
滞
に
陥
い
れ
て
い
る
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
も
う
一
つ
の
結
論
と
し
て
、
十
六

・
七

世
紀
の
中
国
農
村
工
業
は
「
不
幸
に
し
て
そ
れ
自
身
、か
近
代
化
の
方
向
へ
進
む

べ
き
な
ん
ら
の
契
機
を
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
」
し
、
「
再
度
の
史
的
展
開
H

近
代
化
へ
の
道
を
阻
止
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
」
(
七
五
一
頁
)
と
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
の
農
村
工
業
の
上
に
は
「
東
洋
的
な
中
央
集
地
的
専
制

闘
家
の
機
能
が
、
土
地
制
度
を
媒
介
と
し
て
離
れ
難
く
絡
み
つ
い
て
」
お
り
、

ま
た
そ
れ
に
封
し
て
「
生
産
構
造
を
規
制
す
る
地
主

・
商
業
資
本

・
官
僚
が
三

位
一
飽
と
し
て
作
用
」
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(
七
五

O
頁
)
。
王
朝
史
的
政

治
史
や
制
度
史
的
批
脅
綬
務
史
の
枠
を
破
り
、
中
国
史
の
前
進
の
契
機
を
直
接

生
産
者
た
る
段
民
の
再
生
産
構
造
の
展
開
の
中
に
求
め
た
こ
の
劃
期
的
な
勢
作

を
、
今
日
の
時
鮎
に
お
い
て
異
に
批
判
的
に
総
承
す
る
た
め
に
は
、
停
滞
性
理

論
の
否
定
と
し
て
出
て
き
た
こ
の
よ
う
な
新
停
滞
論
を
克
服
す
る
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

著
者
の
研
究
を
し
て
新
ら
し
き
停
滞
と
い
う
結
論
に
到
達
さ
せ
た
翻
鮎

・
方

法
の
問
題
は
し
ば
ら
く
お
き
、
そ
の
結
論
を
導
い
た
諸
論
鮎
を
少
し
く
ふ
り
か

え
っ
て
み
よ
う
。
著
者
は
、
十
六
・
七
世
紀
に
二
艇
の
成
立
を
み
た
中
園
初
期

棉
業
が
、
基
本
的
に
は
零
細
過
小
山
民
的
土
地
占
有
者
た
る
佃
戸
腐
の
副
業
的
経

営
を
主
慢
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
過
重
田
賦
の
収
奪
を
行
な
う
一
専
制
閤
家
の
土
地

制
度
の
下
で
、
一
一
層
酷
烈
化
し
た
地
主
の
佃
租
搾
取
と
、
生
産
の
全
工
程
に
介

入
す
る
商
業
資
本
の
苛
刻
な
牧
奪
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
下
に
剰
徐
を
蓄
積
し
て

工
業
経
営
を
濁
立
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の

よ
う
な
著
者
の
理
解
を
支
え
る
諸
論
貼
の
う
ち
、
棉
紡
織
工
業
や
絹
織
物
業
を

は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
手
工
業
部
門
の
生
産
組
織

・
生
産
形
態
に
つ
い
て

は
、
著
者
が
否
定
し
た
と
こ
ろ
の
問
屋
制
前
貸
制
度
(
H
H
主
と
し
て
問
屋
制
的

家
内
工
業
)
お
よ
び
マ
コ
フ
ァ
ク
チ
品
ア

(H
主
と
し
て
問
屋
制
的
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
)
の
存
在
が
、
田
中
正
俊
・
佐
伯
有
一
ら
を
は
じ
め
と
す
る
人

々
に
よ
っ
て
論
設
さ
れ
、
著
者
が
主
と
し
て
上
納
綿
布
の
生
産
に
た
ず
さ
わ
る

非
濁
立
的
経
営
と
解
し
た
と
こ
ろ
の
松
江
府
の
機
日
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
上

納
分
以
上
の
生
産
を
あ
げ
、
海
外
市
場
さ
え
も
っ
て
い
た

こ
と
が
藤
井
宏
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
都
市
の
絹
織
業
に
お
い
て
は
、
官
業
お
よ
び
上

納
生
産
以
外
の
一
般
市
場
向
け
生
産
の
増
大
が
論
議
さ
れ
た
。
た
だ
、
こ
れ
ら

そ
の
後
の
諸
研
究
も
、
棉
紡
織
業
や
絹
紡
織
業
に
お
け
る
農
家
副
業
の
基
底
的

地
位
、
農
家
副
業
的
経
営
に
劃
す
る
商
業
資
本
の
頑
固
な
支
配
、
さ
ら
に
は

「
零
細
過
小
農
」
に
よ
っ
て
副
業
的
に
経
営
さ
れ
る
農
村
工
業
の
存
在
形
態
な

ど
に
闘
す
る
著
者
の
許
償
を
根
本
的
に
愛
更
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
の
諸
論
貼
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
要
な
も

η
は
、
松
江
府

初
期
綿
業
の
成
立
過
程
に
お
け
る
「
経
済
的
必
然
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
農
民
を
し
て
副
業
と
し
て
の
棉
紡
織
生
産
を
徐
儀
な
く
さ
せ
た
農
家
経

済
の
貧
窮
化

・
零
細
化
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
副
業
的
経
営
の

主
鐙
た
る

「
零
細
過
小
農
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
の
か
、
と
い

n
b
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う
問
題
で
あ
る
。
一
九
四
九
年
の
波
多
野
善
大
の
批
剣
以
来
、
こ
の
黙
に
関
す

る
著
者
の
論
設
の
不
備
に
つ
い
て
く
り
か
え
し
行
な
わ
れ
て
き
た
批
剣
の
主
な

方
向
は
、
副
業
的
家
内
仕
事
を
要
請
す
る
篠
件
と
し
て
、

「
過
重
田
賦
」
の
み

で
な
く
「
佃
租
」
を
重
税
せ
よ
、
省
時
の
基
本
的
生
産
関
係
と
し
て
の
地
主
佃

戸
関
係
を
捨
象
す
る
な
、
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
こ
の
方

向
が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
、
批
判
者
の
側
に
お
い
て
専
制
的
園
家
権
力
と
農
民

と
の
側
係
を
捨
象
す
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
の
地
主
制
研
究
も
こ
の
関

係
を
捨
象
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
た
め
に
、
著
者
も
補
記
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
著
者
の
飲
鮎
は
い
ま
だ
十
分
に
克
服
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ

る
。
著
者
が
崇
禎
松
江
府
志
省

一
O
田
賦
三
所
載
の
「
徐
文
貞
公
輿
撫
按
論
均

糧
書
」

・
「
翰
林
何
公
良
俊
叢
説
」
を
も
と
に
し
て
、
「
宋
末
以
来
の
回
賦
の

増
額
は
、
松
江
府
の
農
民
の
大
部
分
を
占
め
る
佃
戸
、
と
く
に
そ
の
東
郷
の
佃

戸
を
極
度
に
零
細
化
さ
せ
た
」
(
八

一一

ーー

一
三
頁
)
と
述
べ、

「
過
重
田
賦

に
も
と
づ
く
佃
租
負
鎗
の
重
慶
、
及
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
零
細
過
小
耐
震
の
汲

生
と
い
う
闘
式
」
を
提
示
し
た
が
、
こ
の
資
料
そ
の
も
の
い
う
と
こ
ろ
に
印
す
、

る
と
き
、
こ
の
闘
式
は
必
ら
ず
し
も
成
立
し
な
い
し
、
こ
の
地
方
の
税
糧
徴
枚

額
の
重
さ
(
重
賦
)
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
よ
り
立
ち
入
っ
た
検
討
が
必
要

で
あ
る
(
森
「
明
初
江
南
の
官
固
に
つ
い
て
」
東
洋
史
研
究

一
九
谷
三
・
四

腕
)
。
ま
た
、
著
者
が
重
観
す
る
正
徳
松
江
府
志
谷
七
「
回
賦
L

中
所
載
の
周
伐

施
行
に
係
る
「
加
耗
折
徴
例
」
に
お
い
て
も
、
米
の
代
り
に
布
を
納
め
る
こ
と

を
認
め
ら
れ
た
農
民
は
、
直
接
的
に
闘
家
|
地
主
i
佃
戸
の
系
列
の
下
に
お
か

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
国
家
!
農
民
の
系
列
に
も
属
す
る
農
民
な
の
で
あ
る

(
森
「
十
六
世
紀
前
牢
天
湖
周
遊
に
お
け
る
闘
家
と
農
民
」
名
大
文
察
部
論
集

三
八
)。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
、
過
重
田
賦
↓
過
重
佃
租
↓
農
民
の
零

細
過
少
貧
窮
化
↓
副
業
生
産
の
登
生
と
い
う
著
者
の
闘
式
を
、
著
者
の
資
料
操

作
の
面
か
ら
批
剣
す
る
こ
と
は
、
私
自
身
を
も
含
め
た
そ
の
後
の
研
究
の
偏
向

・
紋
陥
を
そ
の
ま
ま
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
問
題
は
、
生
産
力
毅
展
め
契
機

を
も
っ
ぱ
ら
闘
家

・
地
主
の
牧
奪
搾
取
に
の
み
求
め
る
貼
に
あ
る
。

こ
の
契
機
は
重
要
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
農
民
が
主
積
的
能
動
的
に

剰
徐
を
蓄
積
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
皆
無
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
周
悦
の
加
耗
折

徴
例
は
、
棉
布
だ
け
で
な
く
、
農
民
が
何
ら
か
の
方
法
で
入
手
し
た
銀
を
も
代

納
品
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
例
以
前
に
松
江
府
を
中
心

と
す
る
地
方
の
農
民
は
慶
汎
な
商
品
生
産
を
展
開
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
り
、
周
伐
の
例
が
施
行
さ
れ
る
直
前
に
、
隣
接
の
蘇
州
府
で
は
農
民
の
側
か

ら
園
家
に
劃
し
て
積
極
的
に
棉
布
の
代
納
を
要
求
し
て
い
る
資
料
が
残
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
の
課
題
は
、
農
民
を
軍
純
商
品
生
産
者
た
ら
し
め
た

こ
の
段
階
の
中
園
枇
曾
に
お
い
て
も
、
多
数
の
農
民
が
自
立
し
た
経
営
主
種
で

あ
り
な
が
ら
、
再
生
産
の
維
持
困
難
な
貧
窮
の
「
零
細
過
小
農
」
で
あ
っ
た
と

い
う
冷
厳
な
事
賞
を
含
み
こ
ん
で
、
こ
の
よ
う
な
直
接
生
産
者
た
る
農
民
が
置

か
れ
て
い
た
諸
関
係
を
よ
り
目
六
鰻
的
に
解
明
し
て
ゆ
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。次

に
著
者
の
基
本
的
観
鮎

・
方
法
の
問
題
に
移
ろ
う
。
著
者
が
十
六

・
七
世

紀
の
中
園
初
期
棉
業
を
中
闘
の
「
農
村
工
業
」
と
し
て
範
時
化
し
、
典
型
的
な

産
業
資
本
を
現
貰
に
生
み
だ
し
た
西
欧
資
本
主
義
援
連
史
の
中
で
の
「
農
村
工

業
」
お
よ
び
そ
の
後
展
の
「
型
」
と
の
比
般
に
お
い
て
、
そ
の
成
熟
度
を
測
定

す
る
と
い
う
大
塚
史
撃
的
観
貼

・
方
法
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の

と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
見
の
が
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
著
者
が
中

園
初
期
棉
業
の
設
展
白
鶴
の
中
に
、
中
国
枇
命
闘
の
近
代
化
を
遅
滞
せ
し
め
た
要

因
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
英
貿
易
に
お
け
る
原
料
輸
入
・製
品

輸
出
と
い
う
水
準
に
ま
で
発
展
し
、
近
代
的
産
業
資
本
の
侵
入
に
劃
し
て
一
腹

ヴ，.no 
唱
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の
抵
抗
作
用
を
つ
づ
け
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
首
該
枇
曾
の
近
代
化
を
阻
止
し

遅
延
化
し
披
行
的
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
八
六
五
頁
お
よ
び
八
七
二
頁

注
必
)
。
著
者
の
い
う
「
近
代
化
」

が
、
濁
立
し
た
資
本
主
義
一
位
曾
を
形
成
す

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
う
い
う
論
理
は
笛
然
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か

し
、
か
り
に
そ
の
立
場
に
立
つ
に
し
て
も
、
列
強
資
本
主
義

・
常
国
主
義
が
世

界
資
本
主
義
健
制
確
立
の
た
め
に
、
十
九
世
紀
以
降
の
中
関
経
済
の
設
展
を
阻

止
し
た
と
い
う
事
質
は
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
質
を
見
落
と
し
て
、
こ

の
時
鮎
で
の
中
園
棉
業
の
構
造
的
弱
貼
の
み
を
見
る
か
ぎ
り
、
封
建
的
一
位
曾
関

係
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
搾
取
枚
奪
の
中
で
、
孜
々
と
し
て
生
産
力
を
設
展
さ

せ
て
き
た
直
接
生
産
者
農
民
の
主
鱒
的
力
量
に
封
す
る
評
償
が
脱
浴
し
て
し
ま

う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
世
界
資
本
主
義
纏
制
の
土
裂
と
し
て
形
成
さ
れ
た
宇
植

民
地

・
竿
封
建
と
い
う
矛
盾
を
も
っ
枇
曾
と
し
て
中
闘
の
近
代
を
把
え
、
そ
の

矛
盾
の
止
揚
た
る
新
替
の
民
主
主
義
革
命
こ
そ
、
中
園
民
族
の
濁
立
・
吐
曾
的

生
産
力
の
護
展

・
封
建
枇
舎
の
克
服
へ
の
道
を
つ
く
り
だ
し
た
と
す
る
立
場

に
立
つ
な
ら
ば
、
と
う
で
あ
ろ
う
か
。
農
家
副
業
生
産
と
し
て
の
棉
業
に
代
表

さ
れ
る
成
汎
な
軍
純
商
品
生
産
の
展
開

・
農
民
の
主
健
的
力
量
の
蓄
積
と
そ
れ

に
と
も
な
う
封
建
枇
曾
の
解
健
と
い
う
段
階
で
、
世
界
資
本
主
義
は
一
九
世
紀

以
降
の
中
園
に
侵
入
し
、
世
界
資
本
主
義
の
法
則
に
卸
し
て
中
園
経
済
を
再
編

成
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
濁
立
し
た
半
ば
植
民
的
閥
係
牢
ば
封
建
的
関
係

と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
の
閥
係
が
車
に
併
存
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
二
つ
が

互
い
に
密
着
し
て

一
つ
の
全
く
新
し
い
閥
係
が
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

閥
係
に
規
定
さ
れ
、
こ
の
聞
係
の
中
で
自
ら
の
生
産
と
生
活
を
守
る
た
め
に
、

こ
の
閥
係
そ
の
も
の
を
鎚
草
す
る
た
め
に
、
直
接
生
産
者
農
民
は
、
反
列
強
資

本
主
主
義

・
帝
国
主
義
・
反
封
建
闘
宇
を
行
な
っ
た
。
十
六

・
七
世
紀
以
来
の

封
建
枇
曾
に
お
い
て
棉
業
の
据
い
手
と
な
っ
た
農
民
の
成
長
は
、
こ
の
近
代
の

闘
宇
に
一ホ
さ
れ
た
農
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
歴
史
的
は
源
泉
の
一
つ
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
初
期
棉
業
の
護
展
は
、
西
欧
資
本
主
義
的
近
代
を

生
み
出
し
は
し
な
か
っ
た
が
、
決
し
て
中
園
吐
曾
の
前
進
を
阻
止
し
た
と
は
評

債
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
今
一
度
、
十
六

・
七
世
紀
の
初
期
棉
業

の
も
つ
歴
史
的
な
意
義
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

著
者
を
筆
頭
と
し
て
、
北
村
敬
直

・
古
島
和
雄
ら
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
戟

後
の
明
清
時
代
商
品
生
産
の
研
究
は
、
そ
の
後
多
く
の
成
果
を
あ
け
、
現
在
で

は
以
下
の
よ
う
な
観
貼
が
提
起
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
研
究
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
軍
純
商
品
生
産
の
底
汎
な
展
開
と
い
う
史
賓
そ
の
も

の
の
積
極
的
な
意
義
、
ラ
ン
カ
シ
ァ

l
棉
布
に
封
抗
し
て
そ
の
容
易
な
流
入
を

許
さ
な
か
っ
た
中
国
封
建
枇
曾
内
部
の
内
在
的
生
産
カ
の
設
展
、
そ
れ
が
も
た

ら
し
た
封
建
枇
曾
の
解
鶴
、
農
民
層
分
解
H
流
民
の
造
成
が
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
を
創
出
し
た
こ
と
、
等
々
を
許
僚
し
よ
う
と
す
る
観
鮎
が
そ
れ
で
あ

る
。
そ
れ
は
著
者
の
棉
業
研
究
の
結
論
の
も
つ
二
つ
の
側
面
を
確
認
し
つ
つ
止

揚
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
義
は
少
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
観

鮎
が
異
に
歴
史
の
法
則
的
設
展
の
論
理
と
し
て
展
開
す
る
た
め
に
は
、
著
者
が

或
い
は
一
面
的
に
、
或
い
は
抽
象
的
に
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
近
代
化
」
の
阻
止
要

因
と
し
て
設
定
し
た
と
こ
ろ
の
、
地
主
佃
戸
制
を
基
軸
と
す
る
封
建
的
生
産
閥

係

・
専
制
園
家
権
力
機
構
が
、
か
か
る
虞
汎
な
軍
純
商
品
生
産
の
携
い
手
で
あ

っ
た
農
民
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
製
革
さ
れ
た
か
、
ま
た
か
か
る
直
接
生
産
者

た
る
農
民
の
動
き
が
ど
の
よ
う
に
弾
座
さ
れ
た
か
、
と
い
う
課
題
が
解
か
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
著
者
に
謝
す
る
初
期
の
批
判
者
で
あ
っ

た
北
村
が
一
九
五
五
年
に
提
起
し
て
い
る
階
級
闘
争
の
問
題
で
あ
る
。
も
し
、

こ
の
問
題
が
解
か
れ
な
け
れ
ば
、
上
述
の
観
鮎
は
、
近
代
宇
封
建

・
山
十
植
民

地
紅
舎
に
お
け
る
民
主
主
義
革
命
の
一
奥
件
と
し
て
、
生
産
力

一
般
の
自
然
的

-168ー



愛
展
を
追
認
す
る
論
理
を
導
く
だ
け
の
結
果
に
移
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味

で
、
宮
崎
市
定
・
横
山
英

・
田
中

・
佐
伯
ら
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
き
た
郊
茂

七
の
飢
・
民
製

・
抗
租
奴
愛
・
明
末
清
初
の
全
国
的
農
民
叛
蹴
の
研
究
を
も
あ

わ
せ
て
、
相
互
連
閥
的
に
と
ら
え
る
作
業
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
車
純
商
品

生
産
の
腐
汎
な
展
開
を
積
極
的
に
評
個
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
か
か
る
階
級
闘
字

と
そ
れ
に
関
連
す
る
政
治
過
程
の
特
質
と
の
統
一
的
把
爆
が
不
可
飲
で
あ
ろ

う
。
著
者
の
研
究
の
最
大
の
問
題
黙
は
、
生
産
力
が
生
産
力
の
み
と
し
て
、
そ

の
構
造
が
構
造
の
み
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

森
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以
上
を
も
っ
て
本
書
の
各
部
に
闘
す
る
批
許
を
終
り
、
最
後
に
そ
の
全
穫
を

通
じ
て
見
ら
れ
る
著
者
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
感
想
を
の
べ
て
み
た

い
。
幸
い
に
、
最
近
箸
者
は
そ
の
編
者
『
東
洋
史
入
門
』
(
昭
和
四
二
年
一
月

有
斐
閣
刊
)
に
お
い
て
「
中
園
古
代
文
明
の
展
開
過
程
」
の
項
を
執
筆
さ
れ
、

本
書
の
第

一
部

・
第
二
部
の
所
論
を
と
り
い
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
蓄
を

も
あ
わ
せ
て
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

本
書
の
第
一
部
に
関
す
る
我
々
の
最
大
の
不
満
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
中
園
古

代
に
お
い
て
、
著
者
が
軍
に
「
農
業
の
展
開
過
程
」
を
し
か
見
ょ
う
と
せ
ず
、

農
業
生
産
力
の
設
展
、
い
な
設
展
の
可
能
性
す
ら
も
、
あ
く
ま
で
認
め
よ
う
と

さ
れ
な
い
そ
の
硬
直
性
に
あ
っ
た
。
箸
者
の
考
え
方
の
根
底
に
は
、
「
ま
し
て

や
南
北
朝
の
ご
と
き
農
業
生
産
力
低
下
時
代
に
は
な
お
さ
ら
」
(
本
書
二
五
一

頁
)
と
い
う
語
気
に
う
か
が
わ
れ
る
著
者
の
六
朝
時
代
観
が
先
入
主
的
に
潜
在

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
く
に

近
著

『
東
洋
史
入
門
』

(
二
七
頁
)

に
、
「
前
漢
時
代
に
は
火
耕
水
蒋
は
階
級
分
化
も
顕
著
で
な
い
一
位
曾
に
お
け
る

程
度
の
低
い
原
始
農
法
で
あ
る
と
考
え
」
ら
れ
て
い
た
が
、

「
稲
作
曲
波
法
は
三

園
時
代
か
ら
南
朝
を
通
じ
て
こ
の
農
法
か
ら
そ
れ
ほ
ど
設
展
し
た
と
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
」
と
明
言
し
て
あ
る
よ
う
に
、
本
書
の
第
一
部
第
四
章
の
研
究
に

も
と
づ
く
こ
の
よ
う
な
江
准
農
業
生
産
の
低
許
償
論
は
、
我
々
が
い
だ
く
南
朝

史
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
大
き
く
隔
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
原
始
に
近
い
農

法
の
も
と
で
の
箪
な
る
水
図
面
積
の
披
大
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
、
あ
の
湾
・

梁
経
済
の
護
展
と
祉
曾
の
は
げ
し
い
階
級
分
化
が
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
甚
だ

疑
わ
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
唐
末
五
代
を
中
心
と
し
て
、
華

北
に
お
い
て
も
江
南
に
お
い
て
も
、
と
も
に
農
業
の
設
展
が
み
ら
れ
た
こ
と
は

注
目
に
値
す
る
」
(
本
書
一

九
頁
)
と
い
う
結
論
、
つ
ま
り
そ
の
時
期
に
お
い

て
の
み
穎
者
な
設
展
を
認
め
、
そ
の
顕
著
性
を
き
わ
だ

っ
た
も
の
と
す
る
結
論

を
得
る
た
め
に
、
逆
に
そ
れ
以
前
の
農
業
後
展
を
で
き
る
だ
け
低
く
許
償
し
た

い
と
す
る
意
識
が
著
者
に
根
強
く
潜
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
せ
る
ほ
ど

で
あ
る
。
麿
末
五
代
の
毅
展
が
顕
著
な
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
一
そ
う
鮮
明
に

さ
れ
た
著
者
の
功
績
に
は
誰
に
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
そ
れ
以
前
の
設
展
可
能
性
ま
で
否
定
さ
れ
る
に
は
及
、ば
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
設
展
段
階
論
に
と
ら
わ
れ
る
あ
ま
り
、
古
代
の
農
民
な
い
し
農
事

関
係
者
の
主
健
的
能
動
的
側
面
が
全
く
見
落
と
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
。

本
書
の
第
二
部
に
闘
す
る
我
々
の
危
倶
の
最
大
の
も
の
は
、
ト
ル
フ
7

ン
と

い
う
特
殊
な
地
方
の
国
土
還
授
を
直
ち
に
中
圏
内
地
の
均
団
法
に
比
定
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
中
園
古
代
に
お
け
る
専
制
園
家
の
支
配
構
造
を
考
え
よ
う
と
す

る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
右
の
近
著
(
三

O
頁
)
に
お
い
て
、
ト
ル
フ

ァ
ン
の
土
地
授
還
↓
中
関
全
穏
に
お
け
る
均
田
制
施
行
↓
皇
帝
に
よ
る
個
別
人

身
支
配
の
復
活
、
と
い
う
論
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
端
的
に
表
明
さ

-169ー
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れ
て
レ
る
。
つ
ま
り
本
書
の
第
一
部
と
第
二
部
に
封
す
る
我
々
の
疑
問
と
危
倶

と
の
段
大
の
も
の
は
、
古
代
等
制
関
家
機
力
の
構
造
と
そ
の
生
産
力
的
基
礎
を

あ
ま
り
に
も
性
急
に
究
明
し
よ
う
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の

よ
う
な
専
制
鴎
家
権
力
に
封
す
る
織
烈
な
問
題
関
心
は
、
著
者
の
最
初
の
部
や

か
し
い
労
作
で
あ
っ
た
第
三
部
の
中
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
さ
き
に
森
正
夫
氏
が
そ
こ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
生
産
力
を
生
産
力
の
み

と
し
て
、
構
造
を
構
造
の
み
と
し
て
把
え
る
傾
向
は
、
躍
に
第
三
部
の
み
な
ら

ず
、
む
し
ろ
第
一
部

・
第
二
部
に
お
い
て
一
そ
う
鮮
明
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
本
主
回
全
醐
胞
を
通
ず
る
傾
向
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

本
惑
が
淡
か
ら
明
に
ま
で
及
ぶ
股
汎
な
領
域
の
重
要
問
題
を
と
り
吸
う
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
基
調
に
存
在
す
る
専
制
閥
家
権
力
と
い
う
も
の
に
つ
い
て

は
、
漢
唐
の
そ
れ
と
明
清
の
そ
れ
と
の
構
造
的
相
還
が
何
で
あ
る
か
、
そ
の
聞

の
園
家
権
力
の
構
造
に
い
か
な
る
繁
質
が
あ
る
の
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と

少
く
と
も
私
に
は
思
わ
れ
る
し
、
唐
宋
の
製
革
の
意
味
す
ら
そ
れ
に
い
か
な
る

質
的
礎
化
を
奥
え
た
か
が
十
分
に
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば

専
制
凶
家
権
力
な
る
も
の
が
無
前
提
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
か
つ
て
檎
淵
翻
夫
氏
が
著
者
の
前
者
『
中
闘
古
代
阜市
閣
の

形
成
と
構
造
』
に
封
し
て
、
「
園
家
機
力
が
民
間
の
一
切
を
一
方
的
に
律
す
る

と
い
う
西
嶋
氏
の
制
度
史
的
デ
ス
ポ
テ
ィ
ス
ム
論
的
視
野
」
の
根
強
い
残
存
を

指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
惣
起
さ
せ
る
(
「
所
調
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
値
」
一
橋

論
策
四
七
径
三
鋭
二
七
一
頁
)
。
そ
し
て
、
ア
ジ
ア
的
デ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
論
が

停
滞
論
的
観
貼
を
も
つ
こ
と
、
我
々
は
そ
れ
を
超
克
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
著

者
は
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
に
お
い
て
森
氏
が
い

う
よ
う
に
、
著
者
は
新
停
滞
論
的
視
貼
を
院
し
き
れ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
あ

り
¥
増
淵
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
動
き
の
と
れ
な
い
構
造
論
」
と
い
う
言
葉
は
本
書

に
も
本
質
的
に
は
安
笛
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
が
、
著
者
の
卓
越
し
た

惟
刑
法
論
的
洞
察
と
分
析
を
一
そ
う
積
駆
的
に
斯
慰
の
進
展
に
役
立
て
る
た
め
に

は
、
増
淵
氏
が
い
う
よ
う
に
「
内
面
的
視
野
に
立
っ
て
中
閣
の
廃
史
の
展
開
を

支
え
る
主
髄
的
要
因
を
定
立
し
、
そ
れ
の
機
能
す
る
諸
側
面
の
時
代
的
相
違
を

明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
(
向
上
二
八
八
頁
)
、
森
氏
の
い
う
階
級
閲
容
の
視
野

を
と
り
い
れ
て
闘
家
権
力
そ
の
も
の
の
愛
質
を
狙
上
に
の
ぼ
す
こ
と
、
専
制
権

力
の
側
か
ら
、
上
か
ら
の
硯
駄
を
無
意
識
に
と
る
の
で
は
な
く
、
下
か
ら
、
そ

れ
を
動
か
す
も
の

の
側
か
ら
の
税
貼
を
加
え
て
、
同
県
に
郷
詮
法
的
な
立
場
に
立

つ
こ
と
、
が
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。(川

勝
義
雌
)

唐
王
朝
の
賎
人
制
度
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演

重

園

著

ロ

昭
和
四
十
一
年
十
月

A
5
剣
五
八
五
頁

東
洋
史
研
究
合

本
書
は
著
者
自
身
の
言
葉
を
か
れ
ば
、
「
玉
井
是
博
数
授
の
名
篇
『
唐
の
賎

民
制
度
と
そ
の
由
来
』
と
、
仁
井
田
陸
博
士
の
古
向
者
『
支
那
身
分
法
史
、
第
八

章
1
部
曲
奴
解
法
』
に
お
け
る
貴
重
な
研
究
を
受
け
継
い
で
、
唐
王
朝
の
官
私

の
賎
人
制
と
そ
の
由
来
を
尋
ね
た
も
の
」
で
あ
る
(
後
出
「
梗
概
」
)
。
全
館
は

主
筋
と
外
篇
に
分
か
た
れ
、
主
篇
を
な
す
六
章
は
、
戦
後
昭
和
二
九
年
か
ら
四

O
年
ま
で
に
護
表
さ
れ
た
一
三
筋
の
論
文
を
も
と
に
し
て、

今
回
新
た
に
書
き

下
ろ
さ
れ
た
も
の
、
こ
れ
に
た
い
し
て
外
篇
を
な
す
六
篇
は
、
戦
前
、
戦
後
に

褒
表
さ
れ
た
論
文
の
中
か
ら
、
主
篇
に
関
係
深
い
も
の
を
選
ん
で
、
葱
稿
の
ま

ま
牧
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。


