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私
が
青
山
先
生
の
撃
恩
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

大
皐
で
中
園
史
専

攻
を
志
し
た
時
に
遡
る
。
あ
の
『
類
史
方
輿
紀
要
』
の
索
引
は
、
議
讃
や
演
習

で
い
か
に
役
に
た
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

昭
和
三
十
二
年
、
東
洋
文
庫
に
宋
史
提
要
編
纂
協
力
委
員
合
同
が
設
け
ら
れ
、

東
京
は
青
山
先
生
、
京
都
は
佐
伯
先
生
が

ωロロ問
句
g
V
2
の
日
本
に
お
け
る

賀
質
的
推
進
者
と
な
ら
れ
た
。
宋
を
主
要
研
究
分
野
に
選
ん
だ
私
は
、
爾
来
二

十
年
近
く
、
先
生
の
漕
運
や
官
僚
制
に
関
す
る
御
研
究
を
通
し
て
は
勿
論
の
こ

と、

ωロロ
m
M》
円
。
』

o
n
H
の
各
種
事
業
に
お
い
て
も
、
御
教
導
を
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
た
。

先
生
の
古
稀
を
紀
念
し
て
、
日
本
の
中
国
史
観
e

界
で
は
例
の
少
い
、
一
つ
の

4

時
代
。
を
共
通
封
象
に
し
た
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
長
年
に
亙
る

先
生
の
宋
代
研
究
へ
の
御
貢
献
を
考
え
る
時
、
誠
に
適
切
で
意
義
深
い
も
の
で

あ
ろ
う
。
買
は
、
私
も
論
文
集
の
末
席
に
連
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
つ
も
り
で
あ

っ
た
が
、
や
む
を
得
ぬ
事
情
で
延
引
し
、
遂
に
僻
退
申
し
上
げ
ざ
る
の
や
む
な

き
に
至
っ
た
。

青
山
先
生
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
御
迷
惑
を
か
け
た
編
集
の
諸

氏
に
深
く
、
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
。
論
叢
が
で
き
あ
、
が
る
と
、
主
編
の
山

根
幸
夫
氏
か
ら
、

論
文
が
だ
め
だ
っ
た
か
ら
せ
め
て
書
評
を
、
と
の
御
慾
憩
を

受
け
た
。
執
筆
も
で
き
な
か
っ
た
者
が
い
か
が
か
と
跨
路
し
た
も
の
の
、

青
山

先
生
の
事
恩
の
高
分
の

一
に
も
報
い
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
直
し
、
こ
こ

に
蕪
僻
を
連
ね
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

本
書
に
攻
録
さ
れ
た
論
文
は
全
部
で
十
八
篇
、
我
園
の
宋
代
史
研
究
の
中
心

メ
ン
バ
ー
を
網
羅
し
、
さ
ら
に

H
t
z
z
g
の
劉
子
健
、
牽
輔
何
の
宋
鴎
爾
先

生
の
論
考
を
加
え
る
。
内
容
も
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
み
、
こ
う
し
た
記
念
論
文
集

に
あ
り
が
ち
の
原
稿
の
枚
数
制
限
が
緩
や
か
で
あ
っ

た
た
め
、
各
篇
が
量
的
に

も
充
質
し
て
い
る
こ
と
が
特
長
的
で
あ
る
。
各
論
文
は
著
者
名
五
十
音
順
に
排

列
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
主
題
別
に
分
け
、
紹
介
を
粂
ね
た
若
干
の
感
想

を
書
き
綴
る
こ
と
に
し
た
い
。

政
治
制
度
、
官
僚
支
配
に
腕
し
て
は
次
の
よ
う
な
論
考
が
あ
る
。
千
葉
焚

「
宋
代
の
后
妃
1

太
租
・
太
宗
・

員
宗

・
仁
宗
四
朝
|
」
は
、
自
ら

4

宋
代
後

宮
物
語
。
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、

宋
初
四
代
の
皇
后
以
下
、
各
妃
績
に
つ
い

て
、
そ
の
略
歴
、
国
家
財
政
と
の
か
か
わ
り
、
外
戚
の
系
譜
な
ど
を
克
明
に
述

べ
た
の
ち
、
北
宋
前
四
朝
の
中
で
最
も
闘
政
に
預
っ
た
真
宗
劉
皇
后
に
筆
を
さ

か
れ
て
い
る
。
氏
は
、
宋
で
皇
后
、
外
戚
の
患
が
な
か
っ
た
の
は
、

完
備
さ
れ

た
官
僚
機
構
の
た
め
、
天
子
自
身
さ
え
思
い
切
っ
た
行
動
に
出
ら
れ
な
か
っ
た

均
衡
と
制
約
の
網
の
目
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
宋

代
の
史
料
を
讃
む
時
、

ど
の
妃
績
が
ど
の
天
子
と
関
係
す
る
の
か
、
な
か
な
か

究
え
ら
れ
な
い
。
氏
の
作
業
は
そ
の
た
め
に
も
有
難
い
も
の
だ
が
、
南
宋
末
ま

で
完
成
さ
れ
た
段
階
で
、
も
う
少
し
剣
り
や
す
い
表
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

虫
の
良
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
ま
た
宋
の
自
主
妃
は
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ほ
ど

上
流
の
階
級
か
ら
出
て
い
な
い
共
通
性
も
、
こ
の
時
代
の
皇
帝
施
の
性
格
と
深
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い
繋
り
が
あ
り
、
そ
う
し
た
結
の
一
一
層
の
追
求
が
笠
ま
れ
る
。

宋
瞬
「
宋
代
的
宗
間
半
」
は
、
宋
の
文
治
主
義
の
基
礎
に
教
育
の
普
及
を
あ
げ

る
著
者
、か
、
皇
族
の
数
育
機
関
口
H
宗
撃
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
一
篇
で
あ

る
。
宋
代
宗
摩
の
興
駿
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
諸
王

宮
の
数
育
所
H
宮
製
は
、
宗
子
の
治
加
と
と
も
に
次
第
に
整
備
さ
れ
、
英
宗
時

代
に
宗
思
す
の
雛
型
が
で
き
、
紳
宗
の
時
代
に
集
大
成
さ
れ
る
。
北
宋
の
宗
撃
は

徽
宗
の
時
代
最
も
隆
盛
と
な
る
が
、
精
康
の
袋
で
、

宗
室
、
か
殺
害
あ
る
い
は
北

方
に
位
致
さ
れ
て
衰
え
る
。
南
宋
は
臨
安
で
宗
与
の
再
興
を
は
か

っ
た
が
進
捗

せ
ず
、
紹
興
十
四
年
に
な
っ
て
漸
く
小
規
模
の
も
の
が
で
き
た
が
、
建
物
が
作

ら
れ
た
の
は
駁
十
年
の
ち
の
寧
宗
嘉
定
九
年
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
北
宋
後
期
か

ら
、
宗
室
は
、
開
封
の
太
宗
系
、
西
京
洛
陽
の
奈
王
廷
美
系
(
西
外
)
、
南
京

底
天
府
の
太
組
系
(
南
外
)
の
=
一
系
列
に
分
け
ら
れ
た
が
、
西
外
、
南
外
に
も

宗
皐
が
設
け
ら
れ
、
南
宋
に
な
る
と
一
両
州
の
西
外
、
泉
州
の
南
外
が
か
え
っ
て

盛
ん
で
あ
っ

た
。
つ
い
で
著
者
は
、
宗
撃
の
最
盛
期
に
制
定
さ
れ
た

『
政
和
事

制
』
を
中
心
に
、

宗
風
干
の
組
織
、
内
容
を
解
説
し
た
あ
と
、

宗
祭
出
身
者
の
任

官
の
問
題
、
宗
謬
の
撃
風
が
、
宋
初
の
民
勢
さ
を
次
第
に
失
い
、
堕
沼
、
形
骸

化
す
る
こ
と
に
個
別
れ
ら
れ
る
。
宗
事
の
概
略
は
こ
こ
に
描
き
つ
く
さ
れ
て
い
る

が
、
宋
の
皇
帝
機
の
宗
室
に
制
到
す
る
基
本
的
姿
勢
の
推
移
を
含
め
、
な
ぜ
、
と

り
わ
け
南
宋
で
趨
氏
一
族
が
官
僚
と
し
て
も
活
観
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

彼
ら
と
宗
祭
と
が
具
租
的
に
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
と
い
っ

た
問
題
が
残

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

劉
子
健
「
略
論
宋
代
武
官
群
在
統
治
階
級
中
的
地
位
」
に
う
つ
ろ
う
。
氏
は

ま
ず
、
重
文
経
武
の
宋
の
風
潮
が
、
研
究
に
ま
で
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
軍
事
史
を
樹
立
さ
せ
、
そ
れ
自
身
の
系
統
的
研
究
の
必
要
性
を
提
唱
さ
れ

る
。
こ
の
論
文
は
、
そ
の
主
張
の
一
つ
の
試
み
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
軽
税

さ
れ
て
い
る
武
官
群
は
、
彼
ら
自
身
統
治
階
級
の
一
員
で
は
な
い
か
、
文
官
か

ら
加
え
ら
れ
る
蔑
視
が
、
武
官
を
不
正
行
局
に
追
い
や
り
、

一用
者
の
溝
を
さ
ら

に
績
げ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
南
宋
は
じ
め

の
よ
う
な
特
別
な
時
期
に
は
、
卒
民
出
身
の
武
官
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
は
、
文

官
に
な
り
得
な
い
統
治
階
級
の
出
身
者
が
武
官
と
な
る
。
ま
た
武
官

・
武
資
を

手
に
入
れ
る
と
、
出
自
由
ホ
墜
に
閥
係
な
く
、
統
治
階
級
の
一
員
と
な
っ
て
し
ま

う
。
武
穆
も
官
員
に
な
る
一
手
段
に
す
ぎ
ず
、
武
婆
の
能
否
は
二
義
的
な
意
味

し
か
な
い
、
と
い
っ
た
説
明
が
加
え
ら
れ
る
。

一
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
服

袋
で
も
武
官
は
卒
民
に
優
越
せ
ん
と
し
、
士
大
夫
を
模
倣
し、

さ
ら
に
機
曾
あ

れ
ば
文
官
へ
の
の
り
か
え
(
換
資
)
を
は
か
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
武
官
は

自
己
の
職
務
に
安
心
浸
入
で
き
ず
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
慈
事
に

走
る
と
し
て
、
彼
ら
と
商
業
、
営
利
行
震
の
閥
係
に
説
き
及
ば
れ
る
。
氏
の
結

論
は
、
儒
皐
の
理
想
は
術
文
山
阿
武
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
宋
の
士
大
夫
は
、

仕
途
を
雨
分
し
、
武
官
群
を
抑
制
す
る
こ
と
で
統
治
階
級
内
部
の
矛
盾
を
造
成

し
た
。
士
大
夫
は
武
官
を
攻
撃
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
利
盆
の
た
め
に
武

官
を
利
用
し
た
の
で
、
宋
の
闘
を
誤
ま
ら
せ
た
の
は
む
し
ろ
士
大
夫
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
我
園
に
お
い
て
も
、
唐
末
五
代
と
、
武
人
支
配
の
萌

芽
が
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
、
宋
の
文
官
支
配
に
純
化
し
た
か
が
、

一
時
問
題
に

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
我
々
は
、
無
意
識
に
文
官
の
立
場
か
ら
宋
の
諸

問
題
に
近
づ
き
、
そ
の
眼
鏡
で
し
か
武
官
を
見
て
い
な
い
。
劉
氏
の
指
摘
さ
れ

る
硯
角
を
十
分
と
り
入
れ
て
今
後
の
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

古
厄
一光
一

「
宋
員
宗
代
磨
勘
の
制
の
成
立
に
つ

い
て
」
は
、

官
僚
制
の
中
で

重
要
な
意
味
を
持
つ
考
課
の
一
問
題
を
扱
っ
た
論
文
で
あ
る
。
宋
初
か
ら
考
課

と
同
義
に
使
用
さ
れ
て
来
た
磨
勘
の
制
度
が
、
そ
れ
ま
で
郊
犯
の
恩
典
で
あ
っ

た
遷
官
|
寄
様
官
の
絞
遜
ー
に
代
っ

て
登
場
す
る
過
程
を
論
じ、

京
朝
官
磨
勘
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の
制
の
成
立
は
、
宋
の
建
閤
期
か
ら
安
定
期
移
行
を
象
徴
す
る
一
つ
の
改
革
で

あ
り
、
ま
た
瞬
間
勘
の
際
、
天
子
の
引
見
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、

皇
帝
織
の
駒

砂
へ

の
新
た
な
介
入
を
奇
保
す
る
と
設
か
れ
る
。
宋
に
入
っ
て
頻
出
す
る
遁
出

勤
e

と
い
う
言
葉
が
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
。
考
課
e

と
同
意
義
か
ど
う
か

問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
郊
犯
の
恩
で
車
に
官
秩
の
濯
柏
崎
を
行
う
の
で
な
く
、

磨
勘
(
考
課
)
と
い
う
作
業
、
さ
ら
に
天
子
の
引
針
を
へ
て
官
秩
の
瓢
惨
を
行

う
よ
う
に
繁
っ
た
と
言
わ
れ
て
も
、
肝
腎
の
京
朝
官
磨
勘
法
の
具
種
的
内
容
に

つ
い
て
十
分
な
説
明
が
な
い
の
は
不
満
で
あ
る
。
氏
、
か
扱
っ

て
お
ら
れ
る
問
題

は
私
も
現
在
閥
心
を
寄
せ
て
い
る
分
野
で
あ
り
、
い
ず
れ
論
文
の
形
で
私
見
を

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
氏
の
鈴
選
用
語
の
概
念
規
定
に
不
安
が
感
ぜ

ら
れ
る
こ
と
だ
け
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。

伊
原
弘

「
南
宋
四
川
に
お
け
る
奥
氏
の
勢
力
」
は
、
南
宋
の
前
半
期
、
四

川
最
大
の
権
力
集
闘
で
あ
っ

た
呉
氏
を
封
象
に
、
と
り
わ
け
、
創
建
者
奥
扮
と

呉
氏
を
破
滅
に
導
い
た
奥
犠
と
の
中
間
に
位
置
す
る
奥
燐
と
奥
挺
に
焦
鮎
を
あ

て
て
論
じ
て
い
る
。
異
民
族
と
境
界
を
接
す
る
地
帯
で
、
奥
時
制
・
奥
説
明
と
有
能

な
武
将
が
繍
い
た
呉
氏
は
、
武
将
た
ち
の
兵
力
を
吸
収
し
、
軍
、
民
、
財
政
を

握
る
大
き
な
権
力
者
と
な
っ
た
。
し
か
し、

奥
新
の
死
後
、
宋
朝
は
軍
圏
の
分

割
、
移
動
な
ど
、
奥
氏
の
機
能
低
下
策
を
と
り
繍
け
、
呉
氏
配
下
の
武
将
た
ち

も
私
的
関
係
を
消
滅
さ
せ
て
、

宋
の
政
治
機
構
内
で
の
官
僚
的
関
係
へ
縄
県
化
す

る
。
さ
ら
に
四
川
内
部
の
出
身
者
に
も
、

宋
朝
の
意
向
を
受
け
る
者
が
あ
ら
わ

れ
る
。
四
川
の
人
士
は
呉
氏
を
四
川
の
防
衛
者
と
意
識
し
て
い
た
が
、
宋
朝
の

政
治
機
構
に
も
深
く
依
存
し
て
お
り
、
こ
れ
を
十
分
認
識
し
な
か
っ
た
臭
犠
は

失
敗
の
道
を
歩
ん
だ
。
呉
氏
を
は
じ
め
と
し
た
南
宋
の
軍
事
集
固
と
中
央
と
の

関
係
を
ど
の
よ
う
に
構
造
的
に
把
え
る
か
は
重
要
な
研
究
テ
!
?
で
あ
る
。
伊

原
氏
の
論
考
は
そ
の
一
つ
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
氏
の
使
わ
れ

る
4

四
川
e

と
い
う
地
域
の
枠
に
、
ま
ず
自
分
は
疑
問
を
感
じ
る
。
呉
氏
、が

一

腹
の
勢
力
範
函
を
設
定
し、

潜
況
を
整
え
民
情
の
安
定
を
計
っ
た
地
域
は
何
よ

り
も
漢
中
で
あ
り
、
東
西
南
川
と
い
う
四
川
の
中
心
地
域
と
は
直
接
に
は
結
び

つ
か
な
い
。
宋
朝
と
の
閥
係
は
勿
論
で
あ
る
が
、
四
川
内
部
で
の
呉
氏
の
位
置

づ
け
を
、
も
う
少
し
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
突
っ
こ
ん
で
調
べ
る
必
要
が
あ
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
奥
燐
墓
誌
銘
の
漢
中
の
水
利
を
述
べ
る
引
用
原
典

に
は
、
か
な
り
の
謀
議
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
蛇
足
な
が
ら
申
し
添
え
る
。

次
に
財
政

・
商
業
関
係
に
眼
を
抽
判
じ
よ
う
。
堕
法
に
つ
い
て
は
二
つ
の
論
考

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
河
上
光
一
「
宋
代
解
堕
の
生
産
と
生
産
形
態
」
は
、
解

堕
の
生
産
地
H
H
解
池
の
立
地
傑
件
、
水
害
や
盗
賊
防
止
の
堤
防
、
水
路
の
整

備
、
盤
池
内
部
の
睦
畝
の
賞
態
、
製
堕
の
方
法
な
ど
を
詳
論
し
た
の
ち
、
製
盟

労
働
者
H
H
睦
戸
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
分
析
さ
れ
る
。
こ
の
論
文
の
前
半

は
、
清
の
『
河
東
堕
法
志
』
や
地
志
類
を
使
っ
て
宋
代
の
史
料
を
補
強
し
、
堕

池
の
笈
情
が
明
確
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
、
元
を
中
心
と
し
た
碑
傍

類
、
『
利
病
書
』

引
用
の
地
志
な
ど
が
つ
け
加
わ
れ
ば
、
一
層
完
全
な
も
の
と
な

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

直
接
生
産
者
H
H
睦
戸
を
扱
っ

て
お
ら
れ
る
後
半
部
に
は
、

若
干
の
疑
議
な
し
と
し
な
い
。
大
勢
と
し
て
、
園
有
閑
盟
国
で
閤
佳
生
産
に
強
制

的
に
従
事
さ
せ
ら
れ
る

l
l
一
腹
の
給
料
と
菟
役
の
特
権
は
奥
え
ら
れ
る
が

|
|
睦
戸
が
、
次
第
に
専
門
化
し
た
一雇傭
労
働
に
か
わ
る
。

こ
う
し
た
雇
傭
労

働
者
は
最
初
は
私
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
が
、
次
第
に
闘
に
よ
る
雇
傭
と
い
う

公
的
性
格
を
強
め
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
私
は
そ
の
論
鐙
過
程
に
か
な
り

疑
問
を
い
だ
く
。
河
上
氏
は
、
最
初
、
臨
時
的
に
あ
ら
わ
れ
た
、

場
官
個
人
に

よ
る
私
的
な
雇
傭
労
働
者
H
補
種
人
が
、
天
聖
五
年
以
後
公
的
な
性
格
に
襲
っ

た
と
さ
れ
る
裏
付
け
に
、
次
の
史
料
を
ひ
か
れ
る
。
(前
略
)
解
鯨
安
邑
師
肺
爾

場
、
所
種
盤
貨
有
折
欠
、
不
頴
侵
歎
盗
用
者
、

場
官
自
備
人
功
、
許
令
補
種
少

-145ー
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閥
、
蓋
苦
値
震
雨
、
依
醤
消
折
、
歳
月
滋
久
、
別
生
欺
弊
、
欲
望
自
今
補
種
到

盤
、
旋
交
輿
監
官
専
副
管
係
、
従
之
(
宋
禽
要
食
貨
二
三
)
。
河
上
氏
は
、
こ

の
年
に
場
官
の
上
級
者
で
あ
る
監
官
一
専
副
を
管
係
さ
せ
た
と
い
う
か
ら
、
補
種

人
の
性
格
は
、
私
的
持
働
者
か
ら
、
監
官
専
副
も
管
係
す
る
公
的
性
格
に
愛
っ

た
こ
と
が
剣
る
と
言
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ

の
原
文
の
意
味
は
、
補
種
に
よ

っ

て
作
ら
れ
た
盤
は
、
不
正
防
止
の
た
め
、
た
だ
ち
に
監
宮
と
一
辱
副
(
脊
吏
)
に

交
興
し
て
管
理
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
内
容
で
、
補
種
人
の
蹄
腐
に
関
係
す

る
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
よ
う
な
例
は
、
や
や
あ
と
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、
天

聖
九
年
九
月
二
十
四
日
の
宋
曾
要
の
記
事
に
閲
し
で
も
あ
て
は
ま
る
。
こ
こ
で

は
、
種
造
節
級
が
補
種
人
身
分
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

一雇
傭
労
働
者
が
公

人
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
が
、
私
見
で
は
、
原
文
は
一

旦

錆
農
し
た
者
を
再
び
補
種
の
節
級
と
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
別
に
補
種
人
の
身

分
(
各
人
劉
笛
分
)
の
生
産
脳
血
に
つ
い
て
は
年
額
を
立
て
な
い
と
い
う
こ
つ
の

事
柄
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
受
取
れ
る
。
河
上
氏
は

4

雇
傭
労
働
。
と
い
う
概

念
に
少
し
と
ら
わ
れ
す
ぎ
、
そ
れ
を
無
理
に
史
料
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
よ
う
と

さ
れ
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「北
宋
の
東
南
地
方
に
於
け
る
官
費
法
下
末
堕
紗
制
度
の
成
立
に
つ
い
て

」

幸
徹
は
、
氏
が
営
々
と
し
て
築
い
て
お
ら
れ
る
東
南
駿
法
に
闘
す
る
新
し
い

一

篇
で
あ
る
。
長
江
下
流
域
を
中
心
と
す
る
東
南
地
方
で
は
、
太
宗
の
至
道
二
年

よ
り
徽
宗
の

崇
寧
元
年
ま
で
の
百
年
間
、

一
貫
し
て
官
質
盤
法
が
賓
施
さ
れ

た
。
し
か
し
、

園
家
管
理
主
導
的
な
官
民
法
健
制
下
に
お
い
て
、
そ
れ
と
矛
盾

す
る
、
商
人
の
活
動
の
徐
地
が
あ
る
末
臨
紗
制
度
が
存
在
し
て
い
た
の
で
、
こ

の
論
文
は
そ
の
成
立
に
焦
貼
を
あ
て
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
末
端
に
お
け
る

官
資
法
の
不
仰
を
補
足
す
る
た
め
、
ま
ず
東
南
現
地
で
誕
生
し
、
興
宗
末
の
天

穏
元
年
よ
り
は
、
中
央
財
政
を

猪
う
も
の
と
し
て
京
師
議
行
方
法
が
創
設
さ

れ
、
大
震
展
を
途
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
限
定
さ
れ
た
史

料
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
砥
め
る
よ
う
に
検
討
し
、
論
旨
を
組
立
て
ら
れ
て
ゆ

く
幸
氏
の
+
刀
法
に
は
賛
嘆
の
ほ
か
な
い
が
、
こ
ま
か
い
鮎
に
入

っ
て
ゆ
く
と
か

な
り
疑
問
が
あ
る
。

こ
う
し
た
テ
l
マ
は
、

制
度
の
裏
に
潜
む
商
人
集
闘
の
あ

り
方
、
そ
れ
と
釘
廃
す
る
政
府
や
官
僚
の
動
き
と
不
可
分
に
関
係
し
て
お
り
、

北
宋
の
こ
の
時
貼
で
は
、
さ
ら
に
寧
糧
の
調
達
、
潜
運
と
堕
法
の
相
関
関
係
な

ど
も
加
わ
る
。
少
く
と
も
こ
れ
ら
要
素
を
十
分
に
織
り
こ
ま
な
い
と
、
制
度
の

表
面
的
流
れ
の
解
四
時
に
陥
る
危
険
が
あ
ろ
う
。
方
向
と
し
て
は
幸
氏
の
論
じ
ら

れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
何
せ

タ
盛
法
ψ

は
む
づ
か
し
い
と
い
う
恐
怖
感
が
あ

る
上
に
、
氏
の
表
現
が
、
漢
字
の
多
い
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
加
わ

っ

て
、
十
分
内
容
を
つ
か
み
き
っ
て
い
な
い
貼
を
御
詑
び
す
る
。

斯
波
義
信
「
宋
代
市
総
制
度
の
沿
革
」
は
、
南
北
宋
三
百
年
間
の
市
総
制
度

を
通
観
し
、
問
題
の
所
在
を
指
摘
し
た
カ
作
で
あ
る
。
斯
波
氏
に
よ
れ
ば
宋
代

の
市
籍
法
は
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

従
来
救
荒
と
物
債
調
節
を
目

的
と
し
た
停
統
的
内
政
政
策
の
市
纏
制
度
は、

安
史
の
飢
以
後
、
特
に
透
境
の

軍
飼
調
遂
と
結
び
つ
き
、
新
し
い
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
北
宋
時
代
に

は
、
交
通
、
生
産
性
の
劣
る
西
北
進
境
に
七

・
八
十
前
向の
大
軍
が
駐
在
し
た
た

め
、
軽
量
で
市
場
性
の
高
い
物
資
を
遜
境
で
放
出
し
、
商
人
勢
力
を
誘
致
し
て

現
地
調
達
が
は
か
ら
れ
た
。
便
紹
、
博
緒
、
三
説
な
ど
の
諸
法
が
そ
れ
だ
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
豪
商
が
勢
力
を
握
り
、
専
費
制
の
破
綻
、
財
政
危
機
を
招
い
た
。

結
局
軍
制
問
題
の
解
決
は
、
民
戸
の
徐
剰
を
合
理
的
手
段
で
買
上
げ
る
和
紹
に

求
め
ら
れ
た
。
和
側
植
は
河
東
な
ど
で
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
北
宋
末

全
園
で
施
行
さ
れ
た
均
纏
法
で
次
第
に
強
制
賦
課
の
色
彩
を
州
市
び
、
南
宋
に
入

る
と
軍
制
調
達
を
支
え
る
附
加
税
化
し
て
し
ま
う
。
氏
は
こ
う
し
た
大
筋
に
沿

っ
て
、
市
開柚
閥
係
の
殆
ど
す
べ
て
の
史
料
を
ふ
ま
え
、
個
々
の
纏
法
の
貫
態
、

一 146一
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そ
の
草
飼
と
の
か
か
わ
り
を
簡
潔
に
要
領
良
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
氏
自

身
、
こ
の
作
業
は
今
後
の
詳
細
な
事
質
研
究
の
基
礎
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

宋

の
財
政
問
題
を
研
究
す
る
者
は
、
こ
れ
に
よ

っ
て
多
大
の
恩
恵
を
蒙
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

越
鮮
義

「
南
宋
時
代
の
市
舶
司
貿
易
に
闘
す
る

一
考
察
|
占
城
闘
の
宋
朝
へ

の
朝
貢
を
通
し
て
見
た
l
」
は
、
比
較
的
研
究
の
少
な
か
っ
た
南
宋
時
代
の
市

舶
貿
易
、
と
り
わ
け
貿
易
形
態
を
扱
っ
た
好
篇
で
あ
る
。
氏
は
ま
ず
、

建
隆
元

年
か
ら
淳
照
三
年
に
至
る
七
十
数
回
に
及
、ふ
占
城
図
の
針
宋
朝
貢
表
を
作
成
さ

れ
、
北
宋
に
く
ら
べ
南
宋
に
朝
貢
回
数
が
激
減
し
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
南
宋

に
お
け
る
市
舶
司
貿
易
の
重
要
性
の
増
大
と

一
見
矛
盾
す
る
こ
の
現
象
は
、
政

府
聞
の
公
式
貿
易
が
、

商
人
た
ち
に
よ
る
民
間
貿
易
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
た
め

に
他
な
ら
ぬ
と
説
明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
朝
貢
使
者
の
分
析
か
ら
、
北
宋
で
は
、

市
制
貿
易
の
主
縛
者
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
っ
た
の
に
針
し
、
南
宋
に
入
る

と
、
中
国
商
人
が
登
場
し
、
中
園
海
上
商
人
の
著
し
い
進
出
に
よ
っ
て
、
イ
ス

ラ
ム
教
徒
の
商
人
た
ち
は
、
そ
の
地
位
を
と
っ
て
代
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
南
宋
時
代
、
南
シ
ナ
海
を
舞
肇
に
、

海
上
貿
易
が
飛
践
的
に
後

展
し
て
い
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
寅
で
あ
る
が
、
そ
の
中
味
に
は
不
明
な
鮎

が
多
い
。
こ
の
論
文
は
、
そ
う
し
た
方
面
の
研
究
へ
一
つ
の
足
が
か
り
を
築
い

た
も
の
と
許
債
で
き
よ
う
。

次
に
水
利
関
係
に
う
つ
ろ
う
。
中
村
治
兵
衛

「王
安
石
の
新
法
と
千
倉
渠
」

は
『
乾
隆
済
源
問
脚
士
官
邸
也
六
に
牧
め
る
、
北
宋
飽
…
寧
三
年
制
定
の
「
千
倉
渠
水

利
奏
立
科
係
碑
記
」
に
も
と
づ
く
滋
減
水
路
の
具
趨
的
研
究
で
あ
る
。
千
倉
渠

は
京
西
北
路
孟
州
の
済
源
蘇
(現
河
南
省〉

の
玉
屋
山
に
設
源
す
る
済
水
の
最

上
流
に
位
置
す
る
。
王
安
石
は
新
法
の
炭
田
水
利
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
彼
の

部
下
の
陳
知
俄
を
使
っ

て
、
水
路
が
塞
り
、
あ
る
い
は
大
姓
に
よ
る
水
盤
利
用

な
ど
の
た
め
機
能
を
低
下
し
て
い
た
千
倉
渠
を
復
活
し
、
規
約
を
作
っ
て
有
数

な
運
用
を
は
か

っ
た
。

こ
の
碑
記
に
は
そ
の
経
緯
と
十
ケ
僚
に
及
ぶ
用
水
規
定

を
し
る
す
e

中
村
氏
は
、
こ
れ
を
数
少
い
北
宋
中
期
の
百
六億
的
な
用
水
規
定
と

し
て
、
逐
係
詳
細
に
説
明
紹
介
さ
れ
る
。
規
定
は
、
水
源
と
流
路
、
用
水
、
罰

則
に
大
別
さ
れ
、
用
水
の
規
定
は
、
問
H
水
門
の
開
閉
と
管
理
、
用
水
匡
域
、

配
分
方
法
ハ
時
間
配
水
)
、
用
水
の
管
理
機
構
に
分
け
ら
れ
る
。
氏
の
言
わ
れ
る

通
り
、
こ
こ
は
黄
河
の
北
の
稲
作
地
帯
で
あ
り
、
大
ま
か
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
濯
瓶
規
定
の
質
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
注
音
叫す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ

こ
の
渠
は
あ
ま
り
に
小
さ
く
、
他
の
地
域
と
の
比
較
研
究
が
行
な
わ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
た
い
。
な
お
、
水
利
規
定
第
五
篠
の
伺
以
下
の
讃
み
方
を
、
中
村
氏

は
「
閑
を
開
く
毎
に
稲
田
人
戸
の
吠
を
と
り
、
質
際
に
水
を
用
い
な
い
か
ど
う

か
を
係
官
に
監
視
さ
せ
る
」
と
、

「
稲
作
農
家
に
む
だ
な
水
を
た
め
て
お
く
堤

防
修
繕
の
義
務
を
負
わ
せ
る
L

と、

「
今
後
稲
田
を
造
成
し
て
も
、
滋
祇
用
水

磨
用
と
し
て
の
水
量
を
ふ
や
さ
ぬ
」
の
一一一
項
に
分
け
て
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。

私
は
原
文
の
「
方
得
開
問
」
と
「
品
川
候
云
々
」
の
閲
で
段
落
を
切
り
、
「
こ
れ

か
ら
先
、
人
戸
が
堤
塘
を
修
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
用
の
水
を
た
く
わ
か
え

て
、
稲
田
を
増
置
で
き
る
L

と
「
さ
す
れ
ば
開
問
し
な
く
て
、
水
磨
の
使
用
に

あ
て
ら
れ
る
」
と
績
む
の
で
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

長
瀬
守
「
宋
代
江
南
に
お
け
る
水
利
開
設

1
!
と
く
に
郵
豚
と
そ
の
周
域
を

中
心
と
し
て
|
|
」
は

『
四
明
宮
山
水
利
備
覧
』
を
も
と
に
、
寧
波
郵
懸
の
東

西
計
十
四
郷
の
水
利
開
設
を
扱
っ
て
い
る
。
官
山
水
系
に
依
存
す
る
西
の
七
郷

に
つ
い
て
は
、
用
水
路
の
泥
沙
問
塞
の
針
策
H
H
淘
沙
工
事
、
波
田
の
ネ
ッ
ク
と

な
る
堰
と
問
、
期
間
(
石
の
い
ぜ
き
)
な
ど
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
内
容
、
築
造
経

費
、
管
理
機
構
を
史
料
に
則
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
東
の
七
郷
は
東
銭
湖
の

水
を
利
用
し
て
い
る
と
し
て
、
湖
の
俊
治
経
営
が
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
氏
は
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郡
勝
の
郷
村
は
宋
か
ら
清
に
至
る
ま
で
一
貫
し
た
仰
統
の
中
に
共
同
盟
的
生
活

が
織
的
制
さ
れ
、
水
利
関
裂
に
際
し
て
は
、
郷
村
の
有
力

戸

(
郷
帥
、
大
卿
)
、

迫
観
な
ど
が
核
と
な
り
、
官
は
郷
村
の
枠
組
を
利
用
し
、
郷
村
の
民
力
を
包
み

こ
ん
だ
公
織
の
立
場
で
水
利
事
業
の
成
果
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
と
結
論
づ
け
て

お
ら
れ
る
。
私
に
は
水
利、

灘
況
の
研
究
に
お
い
て
多
共
同
位
e

と
い
う
言
葉

が
安
易
に
使
わ
れ
、
何
で
も

4

共
同
醐
担
。
に
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
と
い
う
姿
勢

が
固
定
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
長
瀬
氏
の
論
旨
そ
の
も
の
は
暫
く
お

く
と
し
て
、
氏
が
各
節
で
指
摘
さ
れ
る
水
利
共
同
飽
の
基
軸
の
郷
帥
あ
る
い
は

郷
村
の
大
卿
、
が
、
果
し
て
郷
村
の
有
力
戸
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
宮
山
水
利
備

党
』
に
出
て
来
る
、

郷
帥
陳
大
卿
、
郷
帥
余
大
参
、
帥
賀
大
卿
は
、
そ
れ
ぞ
れ

司
農
卿
陳
場
、
参
知
政
事
余
天
爵
、
可
決
卿
資
壮
猷
、
つ
ま
り
南
宋
末
期
の
中

央
政
府
の
高
級
官
僚
で
、
四
明
と
関
係
の
あ
る
人
々

で
は
な
い
の
か
。
水
利
事

業
を
彼
ら
有
力
者
た
ち
の
示
唆
に
托
し
、
そ
れ
を
貌
幌
が
賀
行
に
移
す
と
い
う

の
が
、
こ
の
審
物
の
基
本
姿
勢
で
あ
り
、
少
く
と
も
直
接
に
は
彼
ら
が
郷
村
水

利
の
基
軸
に
な
る
有
力
戸
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
水
利
事
業
の
個
々
の
内

容
は
長
瀬
氏
の
説
明
さ
れ
る
通
り
と
し
て
も
、

。共
同
盤
。
の
構
造
に
は
再
考

の
叫
跡
地
が
あ
ろ
う
。

青
山
先
生
と
閥
係
深
い
潜
運
に
つ
い
て
は
、
橋
本
紘
治

「
南
宋
に
お
け
る

抽
出
速
の
特
殊
性
に
つ
い
て
|
北
迭
の
軍
糧
調
達
に
お
け
る
漕
運
の
役
割
|
」
が

あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
溜
米
の
額
と
そ
の
運
般
地
を
史
料
に
則
し
て
説
明

し
、
南
宋
摘
出
巡
に
お
け
る
軍
糧
の
占
め
る
大
き
さ
を
確
認
さ
れ
る
。
次
に
そ
う

し
た
漕
運
の
組
織
、
と
り
わ
け
貫
際
に
船
図
を
管
理
す
る
人
た
ち
を
、
牙
人
、

武
官
、
土
豪
、
客
商
な
ど
に
分
け
て
調
べ
、
南
朱
の
漕
運
が
、
客
船
の
使
用
と

相
侠
っ
て
民
連
の
傾
向
を
強
め
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
南
宋
は
園
都
臨
安
が
水
稲

生
産
地
の
中
心
に
あ
っ
た
た
め
、
そ
ち
ら
へ
の
抽
出
運
は
小
規
模
で
あ
っ
た
が
、

金
箪
防
備
の
た
め
揚
子
江
沿
岸
に
配
し
た
大
軍
へ
の
軍
糧
輪
迭
が
多
績
に
上

り
、そ
れ
が
南
宋
の
漕
運
の
性
格
を
規
定
す
る
と
い
う
の
が
氏
の
結
論
で
あ
る
。

南
宋
の
漕
運
は
、
中
央
政
府
と
軍
事
築
園
、
そ
の
雨
者
に
絡
み
こ
む
商
人
、

官
僚
の
あ
り
方
な
ど
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
は
じ
め
て
生
き
た
姿
、か
現
れ
る
で
あ

ろ
う
。
氏
の
論
文
は
率
直
に
言
っ
て
ま
だ
史
料
の
表
面
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
論

旨
の
進
め
方
も
ま

っ
と
う
に
す
ぎ
る
。
も
う
少
し
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
に
い
ろ
い
ろ

な
観
角
か
ら
問
題
を
掘
り
さ
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。

日
比
野
丈
夫
「
北
宋
時
代
の
京
東
路
」
は
、
園
都
開
封
と
京
東
路
を
結
ぶ
臨

済
河

(五
丈
河
)
水
運
の
輿
臨慨
を
そ
の
歴
史
地
理
的
背
景
と
と
も
に
跡
づ
け
、

臨岡
崎何河
と
密
接
に
か
か
わ
る
京
東
路
の
商
業
繁
祭
の
一
理
由
を
海
上
交
易
に
求

め
、
紳
宗
か
ら
哲
宗
時
代
に
か
け
て
の
密
州
板
橋
鎖
市
舶
司
の
推
移
に
論
及
さ

れ
る
。
庚
済
河
の
維
持
、
板
橋
銀
市
舶
司
の
開
設
に

つ
い
て
、
中
央
で
は
い
つ

も
相
反
す
る
意
見
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
新
醤
朋
黛
の
字
い
と
い
う
よ
り
、
休

河
湾
運
第
一
主
義
に
よ
る
南
方
偏
重
政
策
と

闘
係
が
あ
り
、
こ
う
し
た

姿
勢

が
、
積
極
的
な
北
方
振
興
策
を
う
ち
た
て
え
ず
、

北
宋
の
運
命
に
決
定
的
な
影

響
を
輿
え
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
。
京
東
路
は
こ
の
の
ち
も
、
劉
拙
用
集

固
か
ら
李
理
集
図
と
、
異
民
族
勢
力
下
に
あ
っ
て
政
治
、
経
済
的
に
問
題
の
多

い
地
域
で
あ
る
。
日
比
野
氏
の
論
考
に
含
ま
れ
て
い
る
幾
つ
か
の
ヒ
ン
ト
を
岨

鳴
し
つ
つ
、

京
東
路
の
地
域
研
究
の
深
化
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

佐
竹
靖
彦
「
土
木
代
数
州
事
情
素
描
」
は
江
西
省
南
端
の
難
治
の
匿
と
し
て
有

名
な
毅
州
(度
州
〉
の
持
つ
特
異
な
性
格
を
、
統

一
的
な
地
域
像
と
し
て
、
歴
史

の
展
開
の
中
で
位
置
づ
け
ん
と
し
た
野
心
作
で
あ
る
。
ま
ず
、
唐
か
ら
宋
へ
の

注
目
す
べ
き
現
象
と
し
て
、
大
量
の
流
民
の
流
入
と
、
そ
の
受
容
を
可
能
に
し

た
少
数
民
族
駐
舎
の
最
終
的
解
健
過
程
を
あ
げ
、
そ
れ
に
封
摩
す
る
新
し
い
民

族

・
階
級
の
矛
盾
、
少
数
民
族
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
の
結
集
を
想
定
す
る
。
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そ
の
裏
付
け
と
し
て
、

氏
は
、
唐
末
五
代
に
お
け
る
こ
の
地
方
の
土
豪
と
夷
獄

の
関
係
、
流
民
の
定
着
を
可
能
に
し
た
こ
の
地
方
の
港
紙
水
利
の
あ
り
方
、
少

数
民
族
と
漢
族
貧
民
(
流
民
)
の
結
び
つ
き
な
ど
を
あ
げ
ら
れ
る
。
氏
は
さ
ら

に
、
盟
の
密
買
を
中
心
と
す
る
特
異
な
商
業
集
闘
H
翰
商
に
筆
を
進
め
、

首
時

の
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
に
見
ら
れ
る
民
衆
叛
飢
の
共
通
性
格
を
ま
さ
ぐ
ら
れ
て
い

る
。
佐
竹
氏
の
構
想
の
底
に
は

。客
家。

の
歴
史
的
系
統
的
迫
求
と
い
う
課
題

が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
新
鮮
な
愛
想
と
、
次
か
ら
次
へ
と
展
開
さ
れ
る
氏
濁
特

の
論
理
に
は
啓
愛
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、
輸
と
な
る
俣
設
を
設
定

す
る
時
の
史
料
の
捉
え
方
、
想
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
に
は
推
測
と
飛
躍

が
か
な
り
自
に
つ
く
。

『
宋
舎
要
』
の
水
利
回
統
計
か
ら
、
い
き
な
り
江
西
で

は
一
つ
の
水
利
施
設
あ
た
り
の
濯
波
面
積
が
少
く
、
筒
寧
な
水
利
設
備
で
農
田

が
維
持
で
き
、
流
民
の
定
着
に
と
っ
て
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
か
、

『
毒
頁
志
』

と
『
同
治
論
州
府
志
』
の
比
較
か
ら
、
こ
の
地
域
の

。阪少

の
大

部
分
が
唐
宋
時
代
、
流
民
の
手
で
成
立
し
た
、
と
い
っ
た
論
議
は
、
必
ず
し
も

説
得
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、

額
商
に
つ
い
て
も
、
准
一間由民
や

爾
底
堅
と
翰
州
の
閥
係
を
も
う
少
し
、
地
道
に
史
料
に
則
し
て
究
明
す
る
こ
と

が
必
要
だ
し
、
柏
駅
商
と
廃
南
と
の
閥
係
に
し
て
も
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ス

テ
ッ
プ
が
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
一
世
曾
史
乃
至
枇
曾
経
済
史
の
四
つ
つ
の
論
文
に
ふ
れ
た
い
。

吉
田
寅

「
『
教
荒
活
民
書
』
と
宋
代
の
救
荒
政
策
」
は
、
南
宋
牟
す
ぎ
、
新
江
瑞
安
の
知

賂
董
燭
の
著
し
た

『
救
荒
活
民
書
』
の
克
明
な
紹
介
で
あ
る
。
こ
の
書
に
載
せ

ら
れ
た
施
策
は
、

董
焔
の
地
方
官
と
し
て
の
鐙
験
に
基
く
現
質
的
調
貼
に
立
脚

し
、
ま
た
古
来
の
救
荒
政
策
の
資
料
を
篤
政
者
が
最
も
参
照
し
や
す
い
構
成
で

纏
め
た
こ
と
は
劃
期
的
で
あ
る
と
高
い
許
債
を
輿
え
る
。
ま
た
こ
の
書
は、

董

燭
の
属
し
て
い
た
南
宋
政
機
の
奮
法
的
性
格
の
影
響
を
受
け
、
新
法
鶏
の
教
荒

政
策
に
批
創
刊
的
と
い
う
特
色
を
持
つ
と
指
摘
さ
れ
る
。
救
荒
の
五
大
政
策
と
い

わ
れ
る
常
卒
・

義
倉

・
勘
分
・
禁
遁
紹

・
不
抑
債
の
う
ち
、
特
に
後
三
者
は、

郷
村
の
構
造
や
商
人
、
地
方
官
僚
と
閥
係
し
、

米
穀
生
産
、
需
給
の
問
題
と
も

切
り
離
せ
ぬ
。
南
宋
に
は
こ
れ
と
か
か
わ
る
史
料
が
鍛
多
く
存
在
す
る
。

『
活

民
書
』
の
裂
に
ひ
そ
む
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
、
そ
う
し
た
史
料
を
使
っ
て
ほ
り

お
こ
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

竺
沙
雅
章

「
喫
茶
事
魔
に
つ
い
て
」
は
同
じ
著
者
に
よ
る
「
方
臓
の
鋭
と
喫

茶
事
魔
」

(東
洋
史
研
究
三
二
|
四
〉
と
表
裏
を
な
す
一
篇
で
あ
る
。

多喫
茶

事
施
¢
と
い
う
言
葉
は
、
従
来
マ
ニ
教
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
来
た
。
し

か
し
4

喫
茶
事
施
。

は
震
政
者
側
か
ら
出
た
言
葉
で
、
マ
ニ
数
、

道
教
、
あ
る

い
は
悌
教
の
異
端
源
白
雲
楽
、
白
蓮
奈
そ
の
他
俗
紳
信
仰
す
べ
て
が
包
含
さ

れ
、
い
わ
ば
険
悪
な
反
枇
曾
的
集
園
と
し
て
誹
誘
す
る
時
に
使
わ
れ
る
。
従
っ

て
元
代
白
蓮
教
の
源
流
を
マ
ニ
教
に
求
め
ん
と
し
た
奥
恰
氏
な
ど
は
根
本
的
誤

謬
を
犯
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
主
旨
で
あ
る
。

論
旨
は
明
快
で
説
得
力
に
富

む
好
論
文
だ
が
、

そ
う
し
た
基
本
的
立
場
に
戻
っ
た
氏
が
、
ど
の
よ
う
に
南
宋

の
4

喫
楽
事
施
4

の
問
題
を
捉
え
直
し
、

ま
た
そ
の
中
で
マ
エ
教
を
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
今
後
の
論
考
を
期
待
し
た
い
。

さ
て
、
論
議
を
呼
び
そ
う
な
論
考
が
二
つ
残
っ
た
。
草
野
靖
「
宋
代
奴
僕
稗

妾
問
題
の
一
斑
」
か
ら
始
め
よ
う
。
最
近
草
野
氏
は
、
唐
の
中
期
以
後
、
と
り
わ

け
江
南
で
開
設
さ
れ
た
園
田
、
坪
田
な
ど
を
新
田
と
呼
び
、
そ
れ
よ
り
前
か
ら

聞
か
れ
て
い
た
回
地
を
古
田
と
分
け
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
論
文
は
、
古
田
地
帯

に
お
け
る
、
主
と
し
て
家
内
努
働
に
従
事
す
る
奴
稗
を
取
扱
っ
て
い
る
。
古
田

地
帯
で
は
開
設
の
頭
打
ち
、
人
口
増
加
、
均
分
相
綴
な
ど
の
結
果
、

家
産
は
零

細
化
し
、
そ
の
た
め
父
母
が
在
世
す
る
早
い
時
期
に
子
孫
を
濁
立
さ
せ
る

多生

分
。
と、

家
口
調
節
の
非
常
手
段
で
あ
る

d
殉子。

が
行
な
わ
れ
た
と
述
べ
ら
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れ
る
。
氏
は
特
に
。
磯
子
4

の
史
料
を
列
恕
し
た
の
ち
、
こ
の
た
め
奴
僕
縛
妾

の
供
給
源
が
澗
潟
し
、
職
業
的
な
男
女
生
口
の
掠
奪
寅
買
が
起
っ
た
こ
と
を
一幅

建
、
江
西
を
中
心
に
説
明
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
草
野
氏
は
、
貧
農
佃

戸
層
は
本
来
極
め
て
手
近
で
安
債
な
奴
蝉
供
給
源
で
あ
る
筈
な
の
に
、
事
質
は

そ
う
で
な
い
。
つ
ま
り
地
主
層
は
、
そ
の
家
計
内
に
佃
戸
の
鐙
潟
を
包
み
こ

み
、
こ
れ
に
干
渉
を
加
え
、
彼
ら
が
必
要
と
す
る
奴
縛
努
働
を
調
達
す
る
地
位

に
は
な
か
っ
た
。
奴
仰
の
不
足
と
い
う
観
鮎
か
ら
し
て
も
、
主
佃
の
閥
係
の
厳

し
い
針
立
、
他
戸
時
閣
が
鍛
し
く
自
立
を
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
論

じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
捉
え
方
は
今
後
、
議
論
を
よ
び
お
こ
す
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
古
団
地
帯
、
組
産
の
零
細
化
、
孫
子
、
奴
抽
肝
不
足
と

掠
買
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
終
る
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
に
よ
っ
て
跡
づ
け
ら
れ
る
大

部
分
の
地
域
は
、
爾
建
上
四
郡
を
中
心
に
、
祈
江
、
江
西
の
交
界
地
方
に
集
中

し
て
お
り
、
そ
の
普
湿
化
に
踏
踏
を
究
え
る
。
草
野
氏
の
言
わ
れ
る
新
田
地
僧

を
は
じ
め
、

経
済
的
先
進
地
、
都
市
に
お
け
る
奴
稗
問
題
が
究
明
さ
れ
て
の

ち
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
氏
の
論
議
が
生
き
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
は
丹
喬
二
「
宋
代
の
主
戸
客
戸
制
と
客
戸
の
税
負
指
」
で
あ
る
。
次
々

と
畿
表
さ
れ
る
主
客
戸
制
の
論
文
ー
ー
そ
の
中
に
は
丹
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
先
人
の
研
究
を
十
分
岨
鳴
し
て
い
な
い
も
の
も
み
ら
れ
る
が
ー
ー
を
受
理
、

論
評
さ
れ
た
の
ち
、
丹
氏
は
、
主
戸
と
客
戸
を
分
け
る
基
準
は
土
地
を
所
有
す

る
か
否
か
に
あ
り
、
主
戸
と
は
封
建
地
主
、
自
作
段
、
及
び
自
作
農
で
且
つ
他

人
の
田
を
租
種
す
る
佃
戸
か
ら
成
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
針
し
て
客
戸
は
純
粋
な

佃
戸
、
雇
傭
人
、
商
工
業
者
で
あ
っ
た
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
鮎
は
、
例
え
ば

私
の
考
え
て
い
る
こ
と
と
、
そ
う
大
き
な
速
い
は
な
い
が
、
次
に
、
客
戸
は
図

家
に
封
し
て
正
規
に
雨
税
を
負
携
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
と
承
服
で
き
な
く
な

っ
て
来
る
。
丹
氏
は
省
時
の
雨
税
の
封
象
は
土
地
だ
け
で
は
な
く
、
。
人
7
4

も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
に
土
地
を
持
た
ず
人
丁
の
み
を
有
す
る
も
の
が

4

客
戸
。
と
し
て
把
握
さ
れ
る
根
接
が
あ
り
、
主
戸
客
戸
制
は
、
雨
税
及
び
そ

の
他
の
税
役
を
徴
収
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
っ

た
と
結
論
づ
け
ら

れ
る
。
こ
の
結
論
は
甚
だ
暗
示
に
富
み
、
私
と
て
全
面
的
に
反
針
と
い
う
の
で

は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
尊
か
れ
る
論
透
過
程
に
は
疑
問
百
出
で
、

こ
の
書
評

の
ス
ペ
ー
ス
で
は
提
示
し
き
れ
な
い
。
い
ま
は
次
の

一
つ
を
あ
げ
る
に
と
ど
め

よ
う
。

止
薦
文
集
活
四
十
四
の
桂
陽
軍
告
議
納
税
傍
文
を
ひ
か
れ
た

丹
氏
が

多五
等
戸
以
下
に
夏
秋
税
を
除
放
す
る
。
と
い
う
中
に

φ

客
戸
ψ

が
含
ま
れ、

従
っ
て
客
戸
は
雨
税
を
負
掘
し
て
い
た
と
説
明
さ
れ
る
の
も
ど
う
か
と
思
う

が
、
そ
れ
は
良
い
と
し
て
、

次
に

多丁
緋
一
年
支
遺
多
を

4

「
丁
ご
と
に一

年

の
支
遣
に
緋
ず
」
と
は
、
そ
の
正
税
を
官
兵
銭
糧
に
あ
て
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、

「
丁
ご
と
に
」

と
あ
る
の
は
、
そ
の
正
税
H
夏
秩
銀
銭
が
人
丁
と
深
く
か
か
わ

り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。
と
言
わ
れ
る
に
至

つ
て
は
些
か
論

外
の
感
を
受
け
る
。
丹
氏
は
こ
こ
か
ら
、
丁
と
客
戸
と
税
負
掘
の
論
理
を
展
開

さ
れ
て
行
か
れ
る
が
、
陳
侍
良
の
文
章
を
虚
心
に
讃
め
ば
、
こ
の
部
分
で

。7
9

が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
必
然
性
は
ど
こ

に
も
な
い
の
で
あ
る
。
果
し
て

『
永
嘉
叢

書
』
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、

丁
は
了
の
誤
ま
り
と
指
摘
し
、
「
一
年
の
支
出
を
と

ど
こ
お
り
な
く
緋
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
素
直
に
筋
を
通
し
て
讃
ま
せ
て
い

る
。
私
も
字
形
の
類
似
か
ら
省
然
。
丁
多
は

多7
9
の
誤
ま
り
と
見
る
方
に
傾

く
。
ま
た
、
氏
、
が
難
解
だ
と
し
て
苦
労
し
て
お
ら
れ
る
『
隻
渓
文
集
』

も
、
四

庫
珍
本
三
集
の
テ
キ
ス
ト
を
ご
ら
ん
に
な
れ
ば
、
違
っ
た
解
稗
も
可
能
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。
一
位
禽
経
済
史
家
、
と
く
に

一つ

の
テ
1
7
を
深
く
掘
り
下
げ
る

人
た
ち
は
、
自
己
の
論
理
展
開
に
急
な
あ
ま
り
、
狭
い
枠
の
中
で
し
か
史
料
を

讃
ま
な
い
通
弊
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
射
す
る

注
意
は
い
く
ら
強
調

し
、
く
り
か
え
し
て
も
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
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こ
の
論
文
集
は
宋
を
封
象
と
し
て
い
て
も
、
内
容
が
多
岐
に
亙
る
た
め
、
私

の
理
解
に
限
界
が
あ
り
、
著
者
の
異
意
を
十
分
に
汲
み
と
れ
な
か

っ
た
の
で
は

な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。
御
海
容
を
御
願
い
す
る
次
第
で
あ
る。(梅

原
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著
者
王
業
鍵
氏
は
、
全
漢
昇
氏
の
指
導
の
下
で
(
本
書
は
全
氏
に
捧
げ
ら
れ

て
い
る
)
中
園
経
済
史
の
研
究
を
始
め
、
渡
米
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で
、
歴

史
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の
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い
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本
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外
に
は
以
下
の
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績
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佑
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』
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)

そ
の
他
、
全
漢
昇
氏
と
の
共
著
で
次
の
論
文
が
あ
る
。

「
滑
落
正
年
間
的
米
債
」

『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』

却、

一
九
五
九

本
書
は
著
者
の
以
上
の
業
績
を
前
提
に
し
て
、
清
代
の
回
賦
に

つ
い
て
主
に
統

計
的
に
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
全
慢
の
概
略
を
知
る
た
め
、
本
書
の
章
別
構
成
を
み
て
お
こ
う
。

序第

一
章

清

代
中
園
の
経
済
と
財
政
シ
ス
テ
ム

第
二
章
田
賦
行
政

第
三
章
田
賦
付
加
税
の
増
大

第
四
章
田
賦
の
財
政
的
重
要
性

第
五
章
回
賦
の
地
理
的
差
異

第
六
章
物
債
餐
動
と
回
賦
の
負
携

第
七
章
清
末
の
回
賦
行
政
の
再
編
成
へ

本
書
の
目
的
を
著
者
は
序
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
本
警
は
中
華
帝

園
を
い
く
つ
か
の
貼
で
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
清
朝
特
に
終
り
の
数
十

年
間
の
中
園
田
賦
問
題
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
回
賦
シ
ス

テ
ム

は
、
清
朝
財
政
シ
ス
テ
ム

の
最
も
本
質
的
な
特
徴
を
示
す
も
の
と
し
て
重

要
で
あ
る
。
・

・そ
の
上
、
中
園
史
の
相
縫
ぐ
王
朝
の
滅
亡
は
、

農
民
へ
の
苛
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