
で
あ
っ
て
、
考
古
皐
と
古
文
書
皐
お
よ
び
技
術
史
を
総
合
し
た
新
し
い
領
域
を

ひ
ら
き
、
創
見
に
満
ち
た
著
述
で
あ
る
。
叙
述
、が
卒
明
で
る
る
放
を
も
っ
て
通

俗
書
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
事
問
的
償
値
は
極
め
て
高
い
。

一
見
し
て
、

は
な
は
だ
容
易
な
よ
う
な
護
言
も
、
す
べ
て
著
者
の
多
年
の
調
査
と
研
究
が
背

後
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
著
者
の
撃
問
(
特
に
本
書
に
あ
ら
わ
れ
る
限
り
)
に

つ
い
て
は
、
羅
振
玉
が
王
園
維
の
「
観
堂
集
林
」
に
序
し
て
言

っ
た
数
語
を
移

し
て
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
日
く
「
徴
君
(
王
国
維
を
さ
す
〉
の

護
婦
、
園
朝
二
百
徐
年
中
に
於
て
最
も
程
易
幡
町
(
落
田
〉
先
生
及
び
臭
察
粛
(
大

激
〉
中
丞
に
近
し
。
程
君
の
書
は
、
精
識
を
以
て
勝
り
、
而
し
て
目
験
を
以
て

之
を
輔
く
。
:
:
:
奥
君
の
書
は
、
全
く
近
出
の
文
字
器
物
を
以
て
言
を
立
つ
。

其
の
源
は
程
君
に
出
で
て
、
而
し
て
精
博
は
則
ち
之
に
遜
る
。
徴
君
は
程
君
の

皐
識
を
具
え
、
奥
君
の
軌
踊
に
歩
す
。
叉
た
古
文
字
古
器
物
の
大
い
に
出
づ
る

世
に
嘗
る
。
故
に
其
の
規
撫
は
程
君
よ
り
大
に
し
て
市
し
て
精
博
は
呉
君
に
過

ぎ
た
り
。
」
程
落
田
の
事
問
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
「
目
験
」
の
二
字
は
藤
校
教

授
の
場
合
に
も
適
切
な
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
東
西
諸
園
の
文
字
語
言

に
遇
、ぜ
ら
れ
る
鮎
に
至
つ
て
は
、
教
授
は
王
園
維
を
ふ
く
め
た
諸
家
の
上
に
駕

し
て
出
づ
と
稽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
博
通
と
精
識
に
加
え
、

多
才
多
慈

の
著
者
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
本
書
は
豆
冊
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
「
規
傑
大

な
り
」
と
謂
う
べ
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
小
川
環
樹
)
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中
園
近
代
化
の
経
済
構
造

横

英

著

山

昭
和
四
十
七
年
三
月

A
5
剣
一
二
一
一
頁

東
京

亜
紀
書
房

周
知
の
と
お
り
、
戟
後
に
め
、
ざ
ま
し
い
進
展
を
と
げ
た
と
い
わ
れ
る
明
清
史

の
主
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
所
謂
「
資
本
主
義
の
萌
芽
問
題
」
が
あ
っ
た
。

「
資
本
主
義
の
萌
芽
」
と
い
う
用
語
は
中
園
か
ら
の
借
り
も
の
で
あ
る
が
、
中

園
祉
曾
に
制
到
す
る
停
滞
論
的
理
解
へ
の
批
判
と
克
服
、
一
九
四
九
年
を
頂
貼
と

す
る
中
園
の
政
治
的
繁
革
の
歴
史
的
性
格
の
追
求
と
い
う
目
的
意
識
を
も
っ

て
、
一
時
期
、
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
著
者
も
ま

た
、
こ
の
事
問
的
活
況
を
う
み
だ
し
た
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程

で
、
個
別
論
文
と
し
て
登
表
さ
れ
た
蓄
積
を
基
礎
と
し
て
成
っ
た
の
が
、
本
書

で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
う
か
が
う
の
に
便
利
で
あ
る
か
ら
、
は
じ
め
に
、
目
次

を
掲
げ
て
お
こ
う
。

緒
昔
一
回

第
一
部
清
代
の
都
市
絹
織
物
業
の
生
産
形
態

第
一
章
研
究
上
の
問
題
鮎

第
二
章
生
産
組
織
の
分
析

第
一
節
生
産
諸
形
態

第
二
節
機
屋
の
経
営

第
三
節
元
機
屋
と
賃
機
屋
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第
四
節
ギ
ル
ド
の
問
題

第
三
章
賑
房
の
経
後

第
二
部
蹴
布
業
の
生
産
構
造

第
一
章
研
究
上
の
問
題
鮎

第
二
章
腕
布
業
の
技
術
的
特
徴
と
後
生
史

第
三
章
生
産
組
織
の
分
析

第
一
節
蹴
布
職
人
の
性
格

第
二
節
生
産
手
段
の
問
題

第
三
節
布
商
と
端
布
業

第
四
章
推
純
過
程

第
一
節
職
人
の
加
工
賃
値
上
げ
争
議

第
二
節
職
入
居
の
枇
曾
的
地
位
の
向
上

第
三
節
職
人
取
締
法
の
整
備

第
四
節
包
頭
制
の
展
開

第
五
節
結
語

第
三
部
運
迭
業
の
機
構

ま
え
が
き

第
一
章
河
川
淫
迭
の
機
構

第
一
節
運
迭
組
織

第
二
節
運
迭
契
約
と
運
迭
費

第
三
節
剥
船
運
迭

第
二
章
陸
上
運
迭
の
機
構

第
一
節
運
迭
組
織

第
二
節
人
夫
賃

第
三
節
業
界
内
の
秩
序

第
四
節
法
的
規
制
と
そ
の
特
徴

第
四
部
清
末
の
農
村
事
情

第
一
章
農
業
経
営
の
質
態

第
二
章
十
九
世
紀
中
葉
の
抗
糧
風
潮

第
三
章
威
盟
期
の
山
東
農
村
枇
曾

こ
れ
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
絹
織
業
・
蹴
布
業
・
運
迭

業

・
農
村
事
情
と
い
う
、
四
つ
の
問
題
を
扱
っ

て
い
る
が
、
著
者
に
よ
る
と
、

そ
の
ね
ら
い
は
、
こ
れ
ら
諸
部
門
を
系
統
的
に
論
ず
る
こ
と
に
は
な
く
、
こ
れ

を
手
掛
り
に
し
て
、
中
国
吐
曾
内
部
の
自
生
的
な
「
資
本
主
義
の
芽
」
が
、
ど

の
よ
う
に
具
鱒
的
に
存
在
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
鮎
に
あ
り
、
ま

た
、
各
産
業
部
門
の
生
産
諸
関
係
を
分
析
し
て
そ
の
仕
組
み
を
確
か
め
た
の

ち
、
理
論
的
考
察
を
す
す
め
る
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
、
問
屋
制
家
内
工
業
か

ら
資
本
家
的
家
内
労
働
に
移
行
す
る
資
本
主
義
後
生
の
第
二
の
、
保
守
的
コ
ー

ス
を
考
慮
し
、
従
来
の
「
資
本
主
義
萌
芽
論
」
が
、
資
本
主
義
愛
生
の
コ

l
ス

と
し
て
、
本
来
的
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
成
立
の
方
向
の
み
を
機
械
的
に
問
題

に
し
て
き
た
こ
と
に
到
す
る
方
法
論
上
の
批
剣
を
意
闘
し
た
と
い
う
(
囚
頁
)
。

し
た
が
っ
て
、
本
書
は
、
前
述
の
よ
う
な
研
究
史
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
射
す
る
批
判
を
も
内
包
す
る
業
績
で
あ
る
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
本
書
の
結
論
は
、
「
緒
言
」
の
部
分
に
要
領
よ
く

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
一
粛
す
れ
ば
、
著
者
の
主
張
が
ど
の
よ
う

な
も
の
か
、
自
ら
明
ら
か
に
な
る
。
た
だ
、
著
者
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
第

四
部
は
、

慶
範
に
存
在
し
た
事
質
上
の
賃
労
働
者
、
な
ら
び
に
、
部
分
的
に
は

マ
ニ
ュ
フ
ァ
タ
チ
ュ
ア
労
働
者
が
ど
の
よ
う
に
農
村
の
な
か
か
ら
析
出
さ
れ
て

く
る
か
を
検
置
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
意
聞
は
ほ
と
ん
ど
解
明

さ
れ
て
お
ら
ず
、
抽
廊
術
的
な
作
業
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
か
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ら
(
一
四
頁
〉
、
こ
の
部
分
は
省
略
し
て
、
以
下
、
第
一
・
二
・
=
一
部
を
取
り

あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
「
緒
言
」
に
は
、
各
部
の
結
論
を
要
約
し
た
の
ち
、
三
つ
の
産
業
部

門
に
関
す
る
質
霊
的
研
究
の
結
果
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
共
通
し
た
歴
史
事

賓
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
記
さ
れ
て
い
る
(
一

ol--頁〉。

付
出
国
範
に
事
質
上
の
賃
努
働
者
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
。
直
接
生
産
者

は
、
絹
織
業
で
は
機
屋
、
蹴
布
業
で
は
蹴
布
職
人
、
運
迭
業
で
は
船
戸
(
河
川

運
迭
〉
・
人
夫
(
陸
上
運
迭
)
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
直
接
生
産
者
は
分
散
し
、

孤
立
し
た
小
生
産
者
で
あ
っ
て
、
形
式
上
で
は
一
経
管
理
位
と
し
て
の
地
位
を

も
っ
て
は
い
る
が
、
事
質
上
に
お
い
て
は
出
来
高
携
の
賃
金
を
受
け
て
再
生
産

を
行
な
い
、
注
文
主
の
事
質
上
の
賃
労
働
者
と
な
っ
て
い
る
。

口
問
屋
制
の
支
配
的
存
在
。
事
質
上
の
賃
努
働
者
た
る
直
接
生
産
者
は
、

商
業
資
本
の
従
属
下
に
あ
っ
た
。
絹
織
業
に
お
い
て
は
元
機
屋
(
紗
綾
荘
〉
、

端
布
業
に
お
い
て
は
綿
布
問
屋
(
布
商
)
が
、
そ
れ
ぞ
れ
機
屋
・
蹴
布
職
人

に
、
主
と
し
て
原
料
を
前
貸
し
し
、
い
わ
ゆ
る
前
貸
問
屋
制
の
形
態
で
そ
れ
ぞ

れ
の
生
産
部
門
を
支
配
し
た
。
運
迭
業
の
場
合
は
、
や
や
性
格
が
異
る
け
れ
ど

も
、
「
夫
行
」
(
陸
上
〉
・
「
船
行
」
(
河
川
〉
と
よ
ば
れ
た
運
迭
業
者
が
問
屋
に

比
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
絹
織
物
・
蹴
布
業
を
掌
握
し
た
問
屋
は
、
他
の
関
連

部
門
を
も
同
じ
く
前
貸
問
屋
制
の
下
に
従
属
さ
せ
て
い
た
。
従
っ
て
、
・
本
論
で

分
析
の
劉
象
と
し
た
絹
織
業
・
端
布
業
は
、
そ
の
よ
う
な
問
屋
制
生
産
の
部
分

工
程
を
受
け
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
問
屋
制
支
配
に
お
け
る
「
部
分
作
業
」
場
と
し

て
の
性
格
を
奥
え
ら
れ
て
い
た
。

国
仲
介
的
請
負
業
者
の
存
在
。
問
屋
は
多
数
の
小
生
産
者
を
支
配
下
に
お

い
た
が
、
問
屋
と
小
生
産
者
の
聞
に
は
仲
介
的
な
請
負
業
者
が
介
在
し
た
。
か

れ
ら
は
、
絹
織
業
で
は
「
承
管
」
、
蹴
布
業
で
は
「
包
頭
」
、
運
迭
業
で
は
「
夫

頭
」
〈
陸
上
運
迭
〉
と
よ
ば
れ
た
が
、
か
れ
ら
は
車
純
な
意
味
で
の
仲
介
業
者

で
は
な
く
、
事
質
上
の
賃
労
働
者
た
る
小
生
産
者
、
す
な
わ
ち
鍔
働
力
を
掌
撞

し
、
こ
れ
と
生
産
手
段
と
を
結
合
さ
せ
る
役
割
を
果
し
た
。
か
れ
ら
仲
介
請
負

業
者
は
寄
生
的
存
在
で
は
あ
る
が
、
小
生
産
者
が
孤
立
分
散
化
し
て
い
る
、
い

い
か
え
れ
ば
生
産
車
位
が
零
細
で
分
散
し
て
い
る
と
い
う
経
櫨
倒
的
篠
件
の
も
と

で
生
産
を
組
織
す
る
上
で
不
可
紋
の
要
素
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
:
:
:
経
済
後

遺
の
進
行
が
緩
慢
で
あ
っ
た
中
園
近
代
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
仲
介
的
請
負

業
者
は
根
強
く
存
績
し
、
生
産
関
係
の
特
徴
を
形
成
す
る
の
で
あ
り
、
資
本
主

義
愛
生
史
を
考
察
す
る
際
に
も
、
仲
介
的
請
負
業
者
の
存
在
を
軽
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

以
上
が
著
者
自
身
の
言
葉
で
説
明
さ
れ
た
、
清
代
産
業
の
基
本
的
生
産
形
態

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
特
徴
を
も
っ
生
産
関
係
を
、
著
者
は
「
歴
史
率
的

に
は
問
屋
制
家
内
工
業
と
い
う
概
念
で
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
一
一
頁
)

と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
駄
が
、
本
書
が
奉
読
史
上
に
濁
自
の
位
置
を
主

張
す
る
根
擦
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
書
を
批
評
す
る
た
め
に
は
、
醤
然
、
こ
の
鮎
を
問
題
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
ま
え
に
、
著
者
の
見
解
を
質
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
な
問
題
黙
を
、
本
書
が
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

そ
の
個
々
に
つ
い
て
言
及
す
る
徐
裕
は
な
い
し
、
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
が

目
的
で
も
な
い
が
、
最
も
頼
者
な
一
例
と
し
て
、
著
者
が
、
前
記
諸
産
業
に
存

在
を
認
め
て
い
る
仲
介
的
請
負
業
者
に
つ
い
て
、
特
に
、
彼
ら
が
も
っ
て
い
た

と
い
う
、
業
務
請
負
の
濁
占
権
を
め
ぐ
る
質
設
上
・
解
穆
上
の
疑
義
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
印
ち
、
前
掲
「
緒
言
」
に
は
燭
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
仲
介

的
請
負
業
者
が
業
務
の
請
負
に
つ
い
て
濁
占
構
を
保
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
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各
産
業
部
門
に
お
い
て
賢
建
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ

こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
史
料
に
つ
い
て
、
質
謹
上
の
、
あ
る
い
は
、

解
穆
上
の
疑
問
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

絹
織
業
に
つ

い
て
は
、
本
文
四
七
頁
に
、
「
承
管
」
と
よ
ば
れ
る
仲

介
的
請
負
業
者
が
、
出
機
契
約
を
斡
旋
す
る
楢
限
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ

て
、
光
緒
一
七
年
の
「
江
寧
豚
鍛
機
業
行
規
碑
」
の
一
項
を
引
い
て
い
る
。

一
議
、
各
鋭
(
元
機
屋
)
無
論
生
意
好
万
J

、
如
有
機
活
出
来
有
無
承
管
連
環

互
保
者
、
統
締
一
律
関
脹
、
不
准
自
行
第
伐
料
戸
〈
機
屋
〉
、
如
不
運
議
、

察
出
照
規
究
罰
、

こ
の
一
文
を
解
線
し
て
、
著
者
は
「
出
機
契
約
は
承
管
の
連
環
互
保
、
卸

ち
、
連
柏
市
保
護
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
、
元
機
屋
が
承
管
を
経

由
し
な
い
で
機
屋
と
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
元
機
屋
に
と
っ

て
も
機
屋
に
と
っ
て
も
、
承
管
の
保
詮
が
な
け
れ
ば
出
機
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
承
管
は
濁
占
的
な
櫛
限
を
援
っ
て
い
た
わ

け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
一
項
は
、
こ
の
よ
う
な
解
禅
と
は
全
然

閥
係
の
な
い
記
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
文
は
、
正
し
く
は
「
各
放
は
生
意
の

好
ダ
を
論
ず
る
無
く
、
如
し
機
泡
の
出
来
有
れ
ば
、
承
管
の
連
環
互
保
の
有
る

者
も
無
き
者
も
、
統
べ
て
一
律
に
開
賑
す
る
に
錦
し
、
自
ら
料
戸
に
搭
伐
す
る

を
行
な
う
を
准
さ
ず
:
:
:
」
と
讃
む
べ
き
も
の
で
、
本
来
、
元
機
屋
の
開
業
に

闘
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
か
も
、
著
者
が
問
題
と
す
る
「
承
管
の
連
環
互
保
」

は
、
出
機
契
約
を
め
ぐ
っ
て
い
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
元
機
屋
の
開
業

に
つ
い
て
、
機
活
(
機
具
・
原
料
で
あ
ろ
う
〉
の
用
意
さ
え
あ
れ
ば
、
承
管
の

述
獲
互
保
が
有
っ
て
も
無
く
て
も
、

一
律
に
閲
賑
(
開
業
〉
を
認
め
る
と
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

著
者
は
、
こ
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
二
重
の
誤
り
を
犯

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
項
を
唯
一
の
根
擦
と
し
て
主

張
さ
れ
て
い
る
、
承
管
が
出
機
契
約
の
運
営
に
濁
占
的
な
檎
限
を
も
っ
た
中
間

的
・
仲
介
的
請
負
人
で
あ
っ
た
と
す
る
議
論
は
、
そ
の
濁
占
槽
の
内
容
を
問
う

ま
で
も
な
く
、
成
立
し
な
い
。

つ
い
で
、
蹴
布
業
に
お
け
る
仲
介
的
請
負
業
者
で
あ
る
包
頭
に
つ
い
て
み
る

と
、
道
光
一
四
年
の
「
蘇
州
府
黛
布
商
坊
戸
彪
照
章
聴
鋭
揮
坊
毅
蹴
不
得
無
端

男
換
致
碍
貧
民
生
計
出
示
碑
記
」
の
左
の
一
節
を
引
い
て
、
「
包
頭
は
蹴
布
請

負
を
仲
介
し
た
に
す
、
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
包
頭
の
布
商
か
ら
の
注
文
引
受

が
凋
占
的
な
権
利
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
九

一
頁
)
と
い
っ
て
い
る
。

査
、
坊
戸
(
包
頭
)
領
端
布
匹
、
先
由
同
業
互
保
、
潟
立
承
撹
交
鋭
、
然
後

立
摺
領
端
、
其
所
立
経
沼
、
不
過
登
記
布
数
、

著
者
に
よ
る
と
、
こ
れ
に
記
す
と
お
り
、
包
頭
が
端
布
請
負
の
契
約
を
結
ぶ

際
に
は

「同
業
互
保
」
が
必
要
で
あ
っ
て
、
同
業
者
仲
間
で
な
け
れ
ば
蹴
布
請

負
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
端
布
請
負
に
つ
い
て
包
頭
、か
排
他
的
な
特
描
帽

を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
ら
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
包
頭
の
業
務
請
負
の
濁
占
織
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
年
、
著

者
と
筆
者
の
聞
に
若
干
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。
卸
ち
、
本
書
の
基
礎
と
な
っ

た
著
者
の
奮
稿
「
清
代
に
お
け
る
蹴
布
業
の
経
営
形
態
」
(
東
洋
史
研
究
一
九

の
三
・
四
)
に
封
す
る
筆
者
の
批
判
〈
史
撃
雑
誌
七
一
の
五
、
一
八
九
頁
)
の

な
か
で
、
包
頭
の
端
布
請
負
の
濁
占
植
を
一
示
す
と
し
て
提
示
さ
れ
た
史
料
の
解

親
が
誤
り
で
あ
り
、
そ
の
事
賓
の
設
明
の
た
め
に
は
、
別
の
史
料
を
提
示
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
著
者
も
ま
た
、
こ
れ
を
認
め
ら
れ
た
こ
と

が
あ
る
が
、
筆
者
の
こ
の
批
判
に
態
え
て
、
別
の
新
し
い
史
料
と
し
て
提
示
さ

れ
た
の
が
、
右
の
一
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
史
料
も
、

た
ん
に
、
包
頭
が
端
布
請
負
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
同
業
者
に
よ
る
保
護
が
必

-112ー
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要
で
あ
っ
た
こ
と
を
つ
た
え
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
も
っ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
「
同
業
互
保
」
は
、
必
ず
し
も
、
濁
占
植
の
資
質
的
内
容
と
直
結
す

る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
、
爾
者
が
結
び
つ
く
と
し
て
も
、
そ
の
閲
に
は
、
な

お
、
幾
段
か
の
説
明
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
同
業

互
保
」
が
、
誰
の
た
め
に
、
何
の
目
的
で
求
め
ら
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題

の
検
討
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
説
得
力
を
も
た
な
い
と
思
う
。

こ
の
鮎
に
つ
い
て
、
筆
者
の
見
解
は
、
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
右
文

に
い
う
「
同
業
互
保
」
は
、
問
屋
の
綿
布
を
あ
ず
か
つ
て
加
工
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
紛
失
な
ど
に
よ
る
、
問
屋
の
損
失
を
海
防
す
る
た
め
の
慮
置
で
、
そ
れ

は
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
康
照
九
年
の
「
奉
督
撫
各
大
憲
核
定
蜘

匠
工
償
給
銀
、
氷
遜
碑
記
」
に
、
「
嗣
後
一
切
蹴
工
人
等
、
藤
篤
作
頭
稽
査
、
作

頭
感
聴
商
家
約
束
」
と
あ
り
、
著
者
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
蹴
匠
は
包
頭

の
、
包
頭
は
問
屋
の
支
配
を
う
け
、
こ
の
形
態
は
、
清
代
を
つ
う
じ
て
、
基
本

的
に
は
、
あ
ら
た
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
種
制
の
な
か

で
求
め
ら
れ
る
同
業
者
の
保
設
が
何
を
意
味
し
た
か
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
義
的
に
、
問
屋
が
棉
布
の
紛
失
を
恐
れ
て
、
包
頭

に
求
め
た
連
帯
責
任
に
よ
る
損
害
保
謹
の
庭
置
と
解
穫
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
康
照
五
九
年
の
「
長
奥
二
豚
麟
匠
篠
約
碑
」
に
み
え
る
「
坊
線
制
」

の
施
行
に
際
し
て
す
ら
、
「
流
梶
胃
名
端
匠
、
潜
頓
蹴
坊
、
皆
因
有
等
未
入
冊

籍
之
包
頭
、
任
情
容
際
、
流
毒
胎
害
、
:
:
:
」
と
記
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
未
登
録
の
包
頭
が
現
質
に
存
在
し
て
、
ト
ラ

ブ
ル
の
も
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
問
屋
が
、
蹴
布
設
注
に
際
し

て
、
包
頭
に
同
業
者
の
保
登
を
求
め
た
の
は
省
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
康
照
五

九
年
碑
刻
の
一
一
慣
を
引
い
た
つ
い
で
に
い
え
ば
、
こ
れ
に
謝
す
る
著
者
の
解
響

ハ
=
ニ
三
頁
〉
は
正
確
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
流
慢
が
附
匠
と
胃
名
し
て
端
坊

に
漕
頓
す
る
の
は
、
皆
、
有
等
の
未
だ
冊
籍
に
入
ら
ざ
る
包
頭
、
が
、
任
情
容
隠

す
る
に
因
る
:
:
:
」
と
讃
む
の
で
、
「
包
頭
が
故
意
に
流
梶
を
登
録
せ
ず
に
就

業
さ
せ
て
い
た
」
こ
と
と
は
遭
う
。

最
後
に
、
運
迭
業
に
お
け
る
仲
介
請
負
業
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
場

合
、
河
川
運
迭
の
船
行
、
陸
上
選
迭
の
夫
行
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
。
ま
ず
、
船

行
に
つ
い
て
、
本
文
一
五
二
J
三
頁
に
、
船
行
に
運
迭
斡
旋
の
濁
占
機
が
輿
え

ら
れ
て
い
た
謹
接
と
し
て
、
二
つ
の
史
料
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
の

も
の
は
、
「
大
清
律
例
増
修
統
纂
集
成
倉
一
五
・
戸
律
市
塵
」
の
規
定
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
「
船
付
場
で
船
行
を
経
由
せ
ず
に
客
商
と
船
戸
と
が
運
迭
契
約
を

結
ぶ
こ
と
を
禁
止
」
し
た
規
定
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
が
「
船
行
の
運
迭
契
約
仲
介
の
濁
占
惜
帽
を
承
認
」
し
た
こ
と
に
直
結
す
る

の
か
ど
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
前
掲
包
頭
の
「
同
業
互
保
」
が
濁
占
樋

と
つ
な
が
る
か
と
の
疑
問
と
同
じ
性
質
の
疑
問
が
生
じ
う
る
。
し
か
し
、
い
ま

は
、
そ
れ
に
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。
問
題
は
、
右
に
つ
づ
い
て
示
さ
れ
る
第
二
の

史
料
の
解
稗
に
あ
る
。
即
ち
、
右
に
つ
づ
け
て
、
著
者
は
、
「
江
蘇
省
例
」
を
引

い
て
、
こ
の
濁
占
纏
が
「
省
例
」
に
も
は
っ
き
り
と
う
た
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

設
立
船
行
、
原
篤
代
客
寓
載
、
停
無
歎
扇
、
若
商
民
向
有
熟
船
戸
、
彼
此
相

信
健
載
、
亦
属
例
所
不
禁
、
該
船
行
等
議
請
、
査
禁
制
到
客
私
携
、
情
近
把

持
、
態
不
準
行
、

こ
れ
に
つ
い
て
の
著
者
の
解
穆
は
、
「
江
蘇
省
で
は
従
来
、
荷
主
と
船
戸
と

が
知
己
で
信
頼
し
あ
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
船
行
を
経
由
せ
ず
に
運
迭
契
約
を

結
ん
で
い
た
が
、
船
行
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
船
行
を
経
由
せ
ず
に
運
迭
契
約

を
結
ぶ
こ
と
を
禁
止
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
筆

者
の
手
許
に
「
省
例
」
が
な
い
の
で
、
原
文
と
の
照
合
は
で
き
な
い
が
、
著
者

の
引
用
の
と
お
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
「
船
行
を
設
立
す
る
は
、
原
よ

句。
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り
代
客
潟
載
し
、
欺
関
無
か
ら
し
め
ん
が
矯
め
な
り
。
商
民
の
向
き
に
熟
船
戸

有
り
、
彼
此
相
信
し
て
催
載
す
る
が
若
き
も
亦
、
例
の
禁
、
せ
ざ
る
所
に
属
す
。

該
船
行
等
議
論
す
ら
く
、
相
到
客
私
撹
を
査
都
目
す
る
は
、
情
と
し
て
把
持
す
る
に

近
け
れ
ば
、
感
に
準
行
せ
ざ
れ
」
と
鎖
む
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
と
す
る
な
ら

ば
、
前
掲
「
律
例
」
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
蘇
省
で
は
、
船
行
を
経
由

し
な
い
、
い
わ
ば
私
的
契
約
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
、
他
な

ら
ぬ
、
船
行
の
、
封
客
私
撹
(
客
商
と
船
戸
が
私
的
に
契
約
す
る
こ
と
〉
を
禁

ず
る
の
は
、
把
持
(
専
撹
・
濁
占
)
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
行
な
わ
な
い
で
欲

し
い
と
の
要
請
を
う
け
た
庭
置
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
著
者
の
立
論
は

完
全
な
謀
り
と
断
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
夫
行
に
つ
い
て
は
、
「
西
江
政
要
省
二
五
」
に
み
え
る
政
令
に
よ
り
、

「客
商
が
夫
行
を
経
由
せ
ず
に
人
夫
を
雇
っ
て
貨
物
を
運
迭
す
る
こ
と
は
禁
止

さ
れ
た
」
こ
と
を
根
強
と
し
て
(
一
八

O
頁
)
、
輸
迭
請
負
の
濁
占
的
な
権
利

を
保
有
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
論
貼
が
直
ち
に
結
び
つ
く

か
と
う
か
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
鰯
れ
た
。
し
か
も
、
著
者
の
濁
占
槌

概
念
は
、
夫
頭
・
人
夫
に
言
及
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
一
一
暦
鎖
大
さ
れ
る
か

に
み
与
え
る
。
却
ち
、
夫
行
に
人
夫
を
紹
介
し
斡
旋
す
る
役
目
を
お
び
た
夫
頭

は
、
人
夫
を
保
護
す
る
楢
限
を
法
制
的
に
奥
え
ら
れ
て
い
た
が
故
に
、
夫
行
と

人
夫
と
の
仲
介
を
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
濁
占
櫓
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り

(
一
八
七
頁
〉
、
直
接
、
運
迭
労
働
に
従
事
し
た
人
夫
で
す
ら
、
晶
画
業
許
可
歪
で

あ
る
「
腰
牌
」
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
迭
労
働
に
お
け
る
濁
占
織
の
持
主

と
い
う
こ
と
に
な
る
(
一
九
O
J
一
頁
)
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
む
し

ろ
、
客
商
の
荷
物
を
輪
迭
す
る
と
い
う
業
務
内
容
か
ら
み
て
、
貨
物
を
紛
失
し

た
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
様
々
の
紛
容
を
拍郎
防
す
る
た
め
に
、
官
憲
の
許
可
を

え
て
も
つ
楢
限
で
あ
る
と
し
た
方
が
、
よ
り
賞
態
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
本
来
的
に
、
営
業
許
可
制
の
問
題
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
、
濁

占
檎
の
問
題
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
前
掲
「
江
蘇
省
例
」
に
、
「
船
行
を
設
立
す
る
は
、
原
よ
り
代
客

寓
載
し
、

欺商
酬
無
か
ら
し
め
ん
が
矯
め
」
と
記
す
よ
う
に
、
著
者
が
業
務
請
負

の
濁
占
槌
と
解
裂
す
る
も
の
の
賀
態
は
、
何
よ
り
も
、

紛
字
を
避
け
、
国
滑
に

業
務
を
運
営
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
曲
拘
置
で
あ
り
、
彼
ら
に
所
謂
濁
占
機
を

保
護
す
る
た
め
の
彪
置
で
は
な
か
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
仲

介
請
負
業
者
が
濁
占
機
を
も
つ
か
に
み
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
事
質
だ

け
で
は
、
溺
占
機
の
問
題
は
解
決
し
な
い
。
誰
の
た
め
に
、
誰
に
む
か
つ
て
の
濁

占
植
な
の
か
、
何
の
目
的
を
も
ち
、
誰
に
、
ど
の
よ
う
な
利
盆
を
も
た
ら
し
た

か
、
な
ど
を
論
じ
な
い
か
ぎ
り
、
一
方
的
な
議
論
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

し
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
著
者
、か
濁
占
樋
と
と
ら
え
る
問
題
は
、
す
べ
て
、
官

憲
に
よ
る
省
業
許
可
制
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

営
業
許
可
制
は
、

凋
占
機
所
有
の
た
め
の
必
要
篠
件
で
は
あ
っ
て
も
、
充
分
係
件
と
は
な
り
え
な

い
。
営
業
許
可
制
下
に
あ
る
業
務
が
濁
占
的
業
務
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、

営
業
に
つ
い
て
官
憲
の
認
可
が
必
要
で
あ
っ
た
、
商
取
引
き
の
仲
介
業
者
で
あ

る
牙
行
な
ど
も
、
す
べ
て
濁
占
業
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
牙
行
が
濁
占
業

者
で
あ
っ
た
と
す
る
製
説
は
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。

以
上
に
み
る
と
お
り
、
承
管
・
包
頭
・
船
行
・
夫
行
ら
が
業
務
請
負
の
猫
占

的
構
限
を
も
っ
と
し
て
、
著
者
の
提
示
す
る
根
接
は
、
悉
く
、
質
謹
上
、
あ
る

い
は
、
解
務
上
の
問
題
鮎
を
の
こ
し
て
お
り
、
も
し
、

筆
者
の
批
判
が
正
し
い

と
す
る
な
ら
ば
、
本
書
の
笛
該
部
分
は
、
全
面
的
に
書
き
か
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
本
書
に
は
、
濁
占
機
問
題
と
は
性
質
を
異
に
す
る

が
、
な
お
、
幾
つ
か
の
慾
意
的
見
解
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
最
も
特
徴
的
な
例
を
あ
げ
る
と
、
八
四
頁
に
、
小
此
木
藤
四
郎
氏
の
調

-114ー
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査
報
告
に
み
え
る
、
端
匠
の
一
日
嘗
り
の
生
産
量
と
、
碑
刻
に
み
え
る
一
匹
笛

り
の
加
工
貨
を
材
料
と
し
て
、
蹄
匠
の
月
収
を
計
算
し
て
い
る
が
、
彼
ら
が
一

ヶ
月
賞
り
一
三
爾
五
銭
六
分
乃
至
六
爾
七
銭
八
分
の
加
工
賃
を
え
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
こ
の
よ
う
な
加
工
賃
水
準
は
「
職
人
の
存
在
形
態
か

ら
推
測
し
て
、
極
め
て
低
い
所
得
水
準
に
お
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
差
支
え
な

か
ろ
う
」
と
述
べ
た
部
分
が
、
そ
れ
に
該
嘗
す
る
。
著
者
の
考
え
で
は
、
笛

時
、
月
収
一
三
商
五
銭
六
分
乃
至
六
爾
七
銭
八
分
と
い
う
枚
入
は
、
極
め
て
低

い
所
得
水
準
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ら
し
い
が
、
事
責
は
逆
で
、
そ
れ
は

非
常
な
高
額
所
得
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
光
緒
曾
典
事
例
単
位
二
四
九
・
戸
部

・
俸
飼
の
係
に
よ
る
と
、
正
従

一口問
官
の
公
式
の
年
俸
は
銀
一
八

O
雨
プ
ラ
ス

米
一
八

O
石
で
あ
っ
た
と
あ
る
が
、
一
三
雨
五
銭
徐
と
い
う
月
枚
は
、
一
品
官
の

俸
給
の
銀
建
て
分
の
月
俸
一
五
爾
と
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
こ
と
に
な
る
。
清
朝
官
吏

の
俸
給
が
非
常
に
安
く
、
彼
ら
に
は
多
額
の
別
途
枚
入
の
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
位
人
臣
を
き
わ
め
た
と
も
い
え
る
一
品

官
の
月
俸
と
、
一
介
の
職
人
労
働
者
の
月
枚
が
ほ
ぼ
等
し
い
と
い
う
の
は
、
ど

う
考
え
て
も
正
常
で
は
な
い
。

更
に
、
著
者
は
、
別
の
と
こ
ろ
(
七
六
頁
)
で
、
「
天
工
関
物
」
の
記
事
を

引
い
て
、
蹄
石
の
「
良
質
な
も
の
は
一
個
で
十
鈴
金
(
十
数
爾
)
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
職
人
が
こ
れ
を
自
家
に
設
備
す
る
こ
と
は
全
く
不
可

能
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
文
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
卒
均
し
て
十
雨
前
後
の
月
収
が
あ
る
な
ら
、
良
質
の
も
の
で
十

数
雨
程
度
の
蹴
石
を
買
う
く
ら
い
、
わ
け
も
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

ま
た
、
か
か
る
高
額
所
得
が
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
端
匠
が
、
毎
月
、
包
頭
に
支

挽
っ
た
「
房
租
・
家
伏
之
費
」
と
し
て
の
三
銭
六
分
な
ど
は
、
問
題
に
な
ら
な

い
金
額
で
、
包
頭
の
、
少
々
の
ピ
ン
ハ
ネ
な
ど
意
に
介
す
る
必
要
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
端
匠
の
な
か
か
ら
は
大
金
持
が
輩
出
し
、
包
頭
の
規
制
か
ら

自
立
す
る
者
も
嘗
然
出
た
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
な
る
経
済
的
基

盤
が
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
事
賓
は
、
著
者
も
認
め
る

と
お
り
、
そ
の
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

と
す
る
な
ら
ば
、
ご
ニ
爾
五
銭
六
分
乃
至
六
雨
七
銭
八
分
と
い
う
金
額
が
、

資
情
と
か
け
は
な
れ
た
、

誇
大
な
数
字
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
か

か
る
途
方
も
な
い
金
額
を
は
じ
き
だ
し
た
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
二

つ
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一
は
、
小
此
木
報
告
が
「
反
」

を
車
位
と
し
、
碑
刻
史
料
が
「
疋
」
を
箪
位
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
を
軍
純
に
「
反
H
疋
」
と
し
て
計
算
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
伊
藤
東
涯

「
制
度
通
・
端
匹
屯
絢
ノ
事
」
を
も
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
原
則
と
し
て
、
一

疋
は
二
反
で
あ
る
か
ら
、
前
記
金
額
は
質
際
の
倍
額
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
第
二
の
そ
れ
は
、
端
匠
の
月
間
就
努
日
数
を
三
十
日
と
し
た
こ
と
に
求
め

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
常
識
的
に
い
っ
て
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼

ら
が
、
こ
れ
ほ
ど
安
定
し
た
労
働
係
件
の
下
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

別
に
確
た
る
根
援
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
ら
の
月
間
就
労
回
数
は
、
多

く
て
も
十
五
日
く
ら
い
、
普
通
は
十
日
程
度
と
み
る
の
が
安
嘗
な
の
で
は
な
い

か
。
と
す
る
と
、
か
り
に
十
五
日
就
労
す
る
と
し
て
、
著
者
の
い
う
加
工
賃
収

入
は
、
更
に
字
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
著
者
が
計
算
し
た

金
額
の
四
分
の
一
、
三
雨
三
銭
九
分
乃
至
一
一
関
六
銭
九
分
五
厘
と
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
質
情
は
も
う
少
し
低
い
水
準
(
一
一
同
く
ら

い
〉
に
あ
っ
た
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
性
質
や
意
味
は
同
じ
で
は
な
い
が
、
本
書
に
つ
い
て
は

幾
つ
か
の
飲
陥
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
「
緒
言
L

に
お
い
て
、

本
書
の
基
本
的
分
析
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
考
詮
事
的
方
法
を
と
る
こ
と
を
確
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言
し
て
い
る
が
(
五
頁
)
、
そ
の
意
闘
は
、完
全
に
は
遼
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
っ
と
も
歓
陥
は
ど
の
著
作
に
も
避
け
ら
れ
な
い
が
、
筆

者
は
、
個
々
の
ア
ラ
探
し
を
し
た
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
個
々

の
疑
問
鮎
を
列
摩
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
本
書
の
基
本
的
内
容
を
な
す
と
著
者
の

主
張
す
る
、
仲
介
的
請
負
業
者
の
存
在
形
態
、
特
に
、
彼
ら
が
も
っ
と
さ
れ
る

業
務
請
負
の
濁
占
楢
の
問
題
を
具
僅
例
と
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る
す
べ
て
の
、

著
者
の
議
論
を
問
題
に
し
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
著
者
の
主
張
に
歪
み
の
あ
る

こ
と
を
設
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
清
代
産
業
の
生
産
形
態
を
統
一
的
に

理
解
し
よ
う
と
い
う
意
聞
は
評
債
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
の
た
め
の
無
理
が
目

立
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

本
書
に
つ
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
筆
者
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
「
緒
言
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
著
者
の
基
本
的
見
解
(
事
質
上
の
賃

労
働
者
の
存
在

・
問
屋
制
の
支
配
的
存
在
・
仲
介
的
請
負
業
者
の
存
在
〉
を
も
否

定
す
る
考
え
は
も
っ
て
い
な
い
。
筆
者
が
指
摘
し
た
問
題
黙
な
ど
が
正
さ
れ

る
な
ら
ば
、
著
者
が
本
書
を
つ
う
じ
て
描
い
て
み
せ
た
諸
産
業
の
賞
態
は
、
或

る
程
度
透
っ
た
も
の
に
な
り
、
ま
た
、
仲
介
的
請
負
業
者
の
存
在
が
「
資
本
主

義
後
生
史
を
考
察
す
る
際
に
も
・
:
軽
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
著

者
の
主
張
も
、
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
か
え
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

そ
し
て
、

筆
者
の
指
摘
し
た
論
鮎
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
著
者
の
反
論
を
ま

ち
、
た
と
え
ば
、
濁
占
機
概
念
に
つ
い
て
、
或
る
程
度
の
共
通
理
解
に
逮
し
、
事
賞

認
識
に
お
け
る
距
離
を
ち
ぢ
め
て
か
ら
、
著
者
が
、
本
書
の
間
半
読
史
上
の
特
徴
と

自
負
す
る
論
鮎
、即
ち
、
清
代
の
諸
産
業
を
問
屋
制
家
内
工
業
の
概
念
で
把
え
る

貼
な
ど
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
附

言
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
時
ま
で
、
本
書
に
制
到
す
る
本
格
的
論
評
は
留
保
す
る
。

以
上
、
通
常
の
書
評
と
は
い
さ
さ
か
類
を
異
に
す
る
一
文
を
書
く
こ
と
に
な

っ
た
が
、
そ
れ
は
、
虞
く
「
批
判
門
と
数
示
」
を
求
め
ら
れ
た
著
者
の
希
望
に
忠

貨
で
あ
ろ
う
と
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
別
に
、
他
意
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な

い

。

諒

と

せ

ら

れ

た

い

。
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文
四
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索
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四
五
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O固

本
書
は
、
明
代
H
十
四
J
十
七
世
紀
中
闘
に
お
け
る
、
商
業
お
よ
び
商

業
資
本
の
成
立
過
程
、
あ
る
い
は
、
そ
の
存
在
形
態
を
論
じ
た
も
の
で
あ

る
が
、
考
察
の
封
象
と
し
て
、
所
謂
「
山
西
商
人
L

を
取
り
扱
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
よ
り
一
般
的
な
「
山
西
商
人
」
を
使
用
し
て
い
る
が
、
質

態
と
し
て
は
、
山
西
商
人
と
、
そ
の
隣
省
で
あ
る
映
西
出
身
の
商
人
と

を
含
み
、
普
通
、
山
快
商
人
と
か
西
商
と
か
よ
ば
れ
る
も
の
と
一
致
す

ヲ⑤
。右

書
御
希
望
の
方
は
木
曾
ま
で
御
申
込
み
下
さ
い
。
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