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評
・
紹

批

介

佐
伯
富
著

中
園
堕
政
史
の
研
究

呑

坂

昌

市己

昭
和
一
一
一
一
年
「
清
代
監
政
の
研
究
」
を
刊
行
さ
れ
た
佐
伯
富
氏
が
、

今
般

「
中
園
脳
血
政
史
の
研
究
」
な
る
本
文
八
百
頁
を
超
え
る
大
著
を
設
表
さ
れ
た
。

本
書
は
、
第
一

一軍

「
緒
論
」
、
体
設
時
代
か
ら
後
漢
代
ま
で
を
扱
わ
れ
た
第

二
議

「
肢
と
古
代
文
明
」
、
三
園
か
ら
唐
末
ま
で
の
第
三
景

「
中
世
に
お
け
る

都
政
L

、
五
代
か
ら
清
末
ま
で
の
第
四
章
「
近
世
に
お
け
る
期
政
」
、
第
五
章

「
結
論
」
の
全
五
章
よ
り
成
る
が
、
古
代
か
ら
明
代
ま
で
は
昭
和
五
五
年
度
か

ら
六
一
年
度
に
か
け
て
大
谷
大
皐
で
講
義
さ
れ
た
も
の
と
の
こ
と
で
あ
り
、
う

ち
「
元
代
の
騨
政
」
は
六

O
年
に
東
洋
率
報
に
設
表
さ
れ
た
も
の
で
、
時
服
め
本

書
の
一
部
に
充
て
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
叉
、
「
情

代
の
脳
部政
」
は
氏
の
前
著
及
び
そ
れ
に
前
後
す
る

一
連
の
研
究
を
ふ
ま
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
本
書
作
製
の
意
聞
に
つ
い
て
、
「
は
し
が
き
」
で

「
清
代
の
型
政
を

研
究
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
明
代
に
湖
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

う
し
て
最
後
に
は
古
代
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
、
民
の
清
代
脳
血
政
の
意
味
は
明
確

に
な
ら
な
い
。
:
:
:
我
が
園
で
は
あ
る
問
題
に
つ
き
、
古
代
か
ら
近
世
ま
で
を

通
し
て
研
究
し
た
書
籍
は
あ
ま
り
見
蛍
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
尤
も
各
時
代
の

関
連
の
論
文
を
集
め
て

一
書
と
な
し
た
も
の
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
論
文
集
に
過

ぎ
な
い
。
私
は
微
力
な
が
ら
本
書
に
お
い
て
こ
れ
に
挑
戦
し
た
。
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
な
お
、
本
書
の
構
想
は
既
に
昭
和
四
二

・
三
年
頃
に
た
て
ら
れ
て

い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
本
書
も
着
手
か
ら
刊
行
ま
で
凡
そ
八
年
の
月
日
を
臨
賞

さ
れ
て
い
る
。
主
に
前
著
に
依
接
さ
れ
た
清
代
の
部
分
も
、
全
文
が
書
き
改
め

ら
れ
、
一
書
と
し
て
の
統
一
性

・
完
整
度
に
は
十
分
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
勿

論
、
前
者
を
貫
ぬ
く
著
者
の
問
題
意
識

・
史
観
は
本
書
に
あ
っ
て
も
同
一
で
あ

り
、
本
書
が
氏
の
い
わ
れ
る
「
論
文
集
」
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
本
書
は
清
代
脳
血
政
の
第
一
人
者
た
る
著
者

が
、
こ
れ
を
研
究
の
起
貼
と
さ
れ
、
明
確
な
問
題
意
識
と
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
と

を
も
っ
て
、
速
く
古
代
か
ら
清
末
に
至
る
ま
で
の
各
代
の
艶
政
の
努
遜
を
研
究

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
年
に
亙
る
著
者
の
懸
政
研
究
の
総
決
算
・
到
達
黙
と

も
い
う
べ
き
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
従
来
空
白
乃
至

そ
れ
に
近
か
っ

た
時
代
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
こ
れ
を
開
拓
さ
れ
、
既
に
研
究

が
提
出
さ
れ
て
い
る
時
代
に

つ
い
て
は
、
新
知
見
を
交
え
新
た
な
問
題
を
提
起

さ
れ
つ
つ
諸
成
果
を
綜
合
さ
れ
て
お
り
、
堕
政
を
中
心
と
し
、
上
は
権
力
の
消

長
か
ら
下
は
盟
徒

・
秘
密
結
社
に
至
る
ま
で
、
凡
そ
堕
の
係
わ
る
限
り
の
康
範

な
吐
舎
の
諸
相
に
つ
い
て
、
氏
澗
自
の
周
詳
調
密
な
論
に
よ
っ

て
追
求
し
解
明

さ
れ
て
い
る
。
本
書
が
初
の
本
格
的
中
園
剛
山政
史
の
専
著
と
し
て
、
我
が
園
は

勿
論
、
庚
く
東
洋
史
象
界
に
と
っ
て
、
そ
の
縛
金
す
る
所
測
り
知
れ
な
い
貴
重

な
成
果
で
あ
る
は
言
を
倹
た
な
い
。

折
し
も
、
本
稿
執
筆
中
、
本
書
に
射
す
る
恩
賜
賞

・
皐
士
院
賞
の
授
輿
が
設

表
さ
れ
た
。
碩
皐
畢
生
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
完
成
に
到
し
、
こ
れ
以
上
の
策
審
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は
な
い
と
恩
わ
れ
る
。
心
か
ら
慶
賀
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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さ
て
こ
の
鬼
大
な
本
書
を
貫
ぬ
く
主
題
は
「
盤
が
中
園
の
歴
史
の
上
で
演
じ

た
役
割
」
で
あ
る
が
、
換
言
す
れ
ば
、
「
堕
・
権
力
・

輝
一
商
、
そ
し
て
近
世
以

降
の
堕
徒
・
秘
密
結
社
」
と
い
え
る
か
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
第
一

一章

「緒

論
」
で
、
本
書
の
目
的
に
つ
き
「
艶
が
中
園
の
歴
史
で
い
か
な
る
役
割
を
演
じ

た
か
、
こ
れ
を
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
の
各
方
面
か
ら
考
察
し
、
盟
の
中
園

歴
史
上
に
お
け
る
意
味
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
」
と
簡
明
に
述

べ
ら
れ
、
第
五
章
「
結
論
」
で
、
専
賓
制
施
行
に
よ
り
盤
が
よ
り
重
要
な
役
割

を
果
す
こ
と
と
な
っ
た
近
世
を
中
心
と
し
て
次
の
如
く
結
ば
れ
る
。
即
ち
、
唐

代
安
史
の
飢
後
に
貸
施
さ
れ
た
専
費
制
は
清
朝
滅
亡
ま
で
千
年
以
上
も
績
い
た

が
、
こ
の
時
期
は
濁
裁
政
治
の
時
代
で
あ
り
、
他
に
類
例
を
見
な
い
長
期
の
専

頁
制
が
、
中
園
祉
舎
に
諸
種
の
影
響
を
輿
え
、
特
殊
な
性
格
を
賦
輿
し
た
。
長

期
に
亙
る
専
頁
制
を
可
能
に
し
た
の
は
、
産
堕
地
が
限
定
さ
れ
販
路
も
統
制
し

易
い
中
園
の
地
理
的
保
件
に
も
よ
る
。
事
責
制
は
盛
一
商
を
も
撞
頭
せ
し
め
、
五

代
に
は
分
裂
を
不
便
と
し
て
宋
代
の
天
下
統
一
を
導
く
一
因
と
も
な
っ
た
が
、

宋
代
に
は
政
商
と
し
て
濁
裁
制
の
財
政
基
盤
を
支
え
る
と
共
に
、
近
世
文
化
の

設
展
に
も
寄
輿
し
た
。
騨
喬
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
延
長
線
、
及
び
遊
牧
地
帯
か

ら
南
方
へ
至
る
縦
貫
路
の
交
黙
に
位
置
す
る
山
西
商
人
が
主
障
で
あ
り
、
古
く

か
ら
歴
代
首
都
に
那
近
し
政
権
と
密
接
な
関
係
を
樹
立
し
て
き
た
彼
等
は
、
近

世
に
な
る
と
濁
裁
権
力
を
支
え
設
展
し
、
諸
問
代
に
は
雨
准
の
み
な
ら
ず
全
園
の

腫
業
を
牛
耳
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
清
末
に
は
圏
内
外
の
情
勢
努
化
の
影
響
を

受
け
て
衰
微
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
は
清
朝
圏
家
権
力
の
衰
退
に
拍
車
を
か
け

る
こ
と
に
な
っ
た
。
専
費
制
が
生
み
出
す
私
堕
の
徒
は
、
権
力
に
よ
る
規
制
の

中
で
私
盤
枚
入
に
支
え
ら
れ
つ
つ
強
大
な
武
力
集
圏
へ
と
成
長
し
、
近
世
中
園

祉
舎
に
多
設
し
、
時
に
王
朝
を
も
滅
亡
さ
せ
る
秘
密
結
社
へ
と
渡
展
す
る
。
か

く
て
中
世
の
混
凱
を
牧
拾
す
べ
く
出
現
し
た
近
世
濁
裁
制
は
贈
官
件
費
に
支
え
ら

れ
、
一
方
で
は
身
中
の
癌
と
も
い
う
べ
き
秘
密
結
祉
を
生
み
出
し
、
そ
の
封
膝

に
迫
ら
れ
な
が
ら
獲
遷
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
盤
政
研
究
は
中
園
祉

舎
、
と
り
わ
け
近
世
中
関
祉
舎
の
性
格
究
明
の
た
め
に
は
重
要
に
し
て
不
可
飲

で
あ
る
。

以
上
、
「
結
論
」
は
近
世
に
お
け
る
堕
の
役
割
を
中
心
に
結
ば
れ
て
い
る
が
、

本
書
の
特
徴
の
一
つ
は
著
者
が
始
め
て
扱
わ
れ
た
と
い
う
古
代
・
中
世
に
お
い

て
も
、
近
世
と
同
様
に
盤
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
き
た
こ
と
を
解
明
さ
れ
て

い
る
黙
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
卸
ち
、
第
二
・
三
章
を
通
し
て
、
一
貫
し
て
論

述
さ
れ
る
主
題
は
、
開
が
歴
代
の
権
力
の
掌
握
・
盛
衰
・
交
替
に
と
っ
て
重
要

な
役
割
を
果
し
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
近
世
を
加
え
れ
ば
、
こ
の
主
題

は
中
闘
の
歴
史
全
僅
を
貫
く
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
臨
と
権
力
と
の
関
に
介

在
し
、
明
清
時
代
に
全
盛
期
を
迎
え
る
山
西
商
人
の
存
在
を
、
遠
く
古
代
に
ま

で
湖
及
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
黙
も
注
意
さ
れ
る
。
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つ
い
で
本
論
部
分
の
紹
介
に
移
る
が
、
何
分
本
書
は
大
著
で
あ
り
、
し
か
も

宋
代
以
降
の
各
節
は
、
凡
そ
堕
に
係
わ
る
こ
と
は
全
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
程
多
岐
に
亙
り
、
そ
の
各
々
に
氏
濁
自
の
詳
細
級
密
な

論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
所
定
の
紙
数
で
章
・
節
を
逐
い
、
正
確
且
つ

簡
潔
な
紹
介
を
す
る
こ
と
は
、
筆
者
力
量
の
故
も
あ
っ
て
不
可
能
に
近
い
。
よ

っ
て
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
部
分
は
極
力
省
略
し
た
蕪
雑
な
も
の
に
な
ら
ざ
る

を
得
ず
、
著
者
に
は
務
め
御
海
容
を
お
願
い
す
る
と
共
に
、
諸
賢
に
は
本
書
を
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一
読
さ
れ
て
自
か
ら
本
書
の
興
債
を
確
認
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
次
第
で
あ

る。

第
二
章
「
堕
と
古
代
文
明
」

本
一章
は
、
第
一
節
(
以
下
略
記
〉
俸
説
時
代
か
ら
殿
周
時
代
へ
、
二
・
堕
と

春
秋
五
百
朝
、

三

・
堕
と
戟
園
七
雄
、
四
・
漢
代
に
お
け
る
堕
政
、
五
・
む
す
び

の
五
節
か
ら
成
り
、
第
四
節
は
更
に
摂
生
産
の
増
大
・
豪
一商
・
専
寅

・
後
漢
代

の
醗
政
等
々
の
六
項
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
ま
と
め
て
紹
介
し
た

t
v
 本

軍
は
先
ず
宮
崎
市
定
氏
の
卓
見
を
ふ
ま
え
ら
れ
て
市
開
設
時
代
か
ら
始
め
ら

れ
る
。
即
ち
、
古
代
中
園
世
界
は
、
郷
近
す
る
山
西
省
西
南
部
の
解
州
路
池
の

掌
屋
を
め
ぐ
っ
て
権
力
の
交
替
が
行
わ
れ
、
莞
舜
百
円
の
鵡
議
侍
読
も
そ
の
裂
に

は
血
健
い
解
州
路
利
を
め
ぐ
る
争
闘
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
殿
・
周
も
同
じ
く
解

堕
に
よ
っ
て
強
大
と
な
り
、
富
の
集
中
に
よ
る
布
告
修
と
惰
弱
に
よ
っ
て
弱
岨
脱
化

し
た
と
さ
れ
る
。
周
の
東
征
自
盤
、
解
堕
確
保
が
目
的
で
、
局
の
版
圏
は
解
盤

地
域
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
般
の
遺
民
が
照
一商
と
し
て
活
躍

し
た
と
さ
れ

る
。
春
秋
諸
侯
は
軍
隊
維
持
の
た
め
盛
ん
に
山
林
叢
調
停
の
開
設
を
行
う
が
、
中

で
も
脳
血
利
は
重
要
で
あ
り
、
五
紛
の
多
く
は
閤
利
に
よ
り
覇
権
を
盛
り
、
そ
れ

を
権
臣
に
奪
わ
れ
て
覇
権
を
失
っ
た
例
が
多
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
戦

園
も
貌
の
強
大
化
は
解
盤
の
利
に
よ
る
と
さ
れ
、
後
世
の
山
西
一
商
人
の
原
初
的

形
態
を
示
さ
れ
て
い
る
。
秦
も
一商
験
に
よ
る
輸
入
解
脳
出
に
課
し
た
重
税
に
よ
り

強
大
化
し
、
四
川
盤
井
開
設
も
盤
利
重
税
の
た
め
と
さ
れ
る
。
漢
代
、
版
画
披

大
・
人
口
靖
大
等
に
よ
る
醸
の
需
要
増
大
が
、
春
秋
以
来
の
照
喬
の
活
醐
聞
を
刺

激
し
園
家
権
盆
を
侵
す
に
至
っ
た
。
中
園
史
上
最
初
の
専
費
制
寅
施
は
、
外
征

等
の
財
源
確
保
の
他
に
、
豪
商
の
手
よ
り
図
利
を
奪
回
せ
ん
と
す
る
目
的
も
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
叉
、
後
世
の
専
賀
制
を
導
く
理
念
と
し
て
、
山
海
の
利
が
本

来
天
子
に
蹄
属
す
べ
き
も
の
と
の
観
念
が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
及
び
後
世

の
山
西
商
人
の
原
型
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
て
い
る
。
後
漢
代
で
は
初

め
王
努
事
賓
の
弊
に
鑑
み
、
出
盟
税
の
み
徴
し
て
専
賀
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、

後
に
財
政
窮
迫
に
よ
り
再
開
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
時
期
と
し
て
は
建
初
六
年

設
に
依
ら
ず
元
和
元
年
と
さ
れ
て
い
る
熱
は
注
意
さ
れ
る
。
後
漢
末
に
は
専
貰

制
は
陵
止
さ
れ
る
が
、
園
家
権
力
が
弱
化
し
て
腐
利
を
求
め
る
豪
族
構
貴
の
動

き
を
抑
止
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。

第
三
章
「
中
世
に
お
け
る
廓
政
」

本
-
章
は
、
三
園
・
耳
目

・
南
朝

・
北
朝
・
唐
の
各
代
の
顎
政
、
及
び
む
す
び
の

六
節
に
分
け
ら
れ
、
第
五
節
「
唐
代
の
盤
政
」
は
、
第
五
碕

・
劉
安
の
各
陥
訟
法

ゃ、

巡
院

・
顕
一荷
一
等
の
八
項
に
分
け
て
評
論
さ
れ
て
い
る
。

後
漢
末
、
堕
利
は
多
く
豪
強
が
占
め
、
曹
操
は
既
に
専
賀
を
行
っ
て
い
た

が
、
建
園
後
は
解
州
に
加
え
て
山
東

・
准
北
等
の
艶
場
を
も
入
手
し
、
後
に
は

萄
を
滅
し
て
四
川
臨
場
を
も
保
有
し
た
。
貌
が
一
時
的
に
も
せ
よ
覇
権
を
確
立

で
き
た
の
は
、
屯
回
制
と
こ
の
脳
出
利
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
日
穴
も
准
南
等
の

海
盤
の
利
を
枚
め
、
速
く
湖
北
ま
で
進
出
し
て
い
た
奥
の
一
両
人
と
は
、
後
世
の

例
よ
り
み
て
阻
害商
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
四
川
井
墜
に
依
っ
た
萄
と
合
せ
、
三
園

共
に
堕
利
を
重
要
財
源
と
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
貌
制
を
承
け
た
耳
目
一
は
、

天
下
統
一
と
共
に
盤
政
の
統
一
を
は
か
っ
た
と
し
て
、
杜
預
の
専
賀
策
と
盟
官

の
制
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
、
北
方
の
五
胡
十
六
園
に
あ
っ
て
も
、
間
四
場
あ
る
所
、

耐
血
税
を
徴
し
た
は
ず
と
し
て
、
南
燕
いが
漢
人
官
僚
の
献
言
を
用
い
、
烏
常
耳
障
に

駿
官
を
覧
い
た
例
を
一
示
さ
れ
る
。
南
朝
で
も
、
宋
に
際
事
賓
が
行
わ
れ
た
こ

と
、
斉
初
、
豪
族
の
意
に
迎
合
し
て
専
貰
制
を
綾
止
し
た
こ
と
、
梁
に
「
堕
亭

豚
」
な
る
地
名
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
政
府
経
営
の
駒
場
が
あ
っ
た
こ
と
を
推

測
さ
れ
、
つ
い
で
阪
が
専
寅
を
行
っ
た
と
し
て
南
朝
の
制
を
通
観
さ
れ
て
い
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る
。
北
貌
で
は
、
抑
々
拓
政
部
南
進
の
契
機
の
一
つ
に
解
騨
の
入
手
が
あ
っ
た

と
さ
れ
、
山
西
商
人
と
北
貌
政
権
と
の
関
に
密
接
な
関
係
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

を
指
摘
さ
れ
る
。
華
北
統
一
後
、
解
額
統
制
が
一
時
解
か
れ
た
の
は
豪
族
懐
柔

の
た
め
と
し
、
孝
文
喬
時
の
盤
の
統
制
は
臨
盟
利
濁
占
の
富
豪
統
制
の
意
周
も
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
北
貌
末
、
財
政
難
に
も
拘
ら
ず
統
制
が
駁
さ
れ
た
の
は
、
既

に
豪
族
を
抑
え
か
ね
た
た
め
と
さ
れ
る
。
な
お
、
北
貌
代
の
堕
の
統
制
の
改
援

に
つ
い
て
は
、
綿
密
な
考
察
を
本
節
注
で
加
え
ら
れ
て
い
る
。
北
貌
分
裂
以
後
、

東
貌
・
北
湾
は
河
北
・
山
東
・
准
北
の
塑
利
に
、
西
貌
・
北
尉
は
解
監
の
利
に

よ
っ
た
。
惰
初
、
堕
餓
を
含
む
山
津
の
禁
令
が
弛
め
ら
れ
人
心
を
得
た
が
、
こ

れ
を
陳
を
滅
し
て
天
下
統
一
を
寅
現
す
る
「
心
理
的
要
因
の
ご
と
な
っ
た
と

評
領
さ
れ
て
い
る
。

唐
代
、
則
天
・
玄
宗
期
に
財
政
膨
脹
の
た
め
堕
の
募
賓
が
検
討
さ
れ
た
が
貧

施
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
則
天
の
時
、
解
州
に
令
外
の
官
た
る
堕
池
使

が
置
か
れ
た
こ
と
は
、
天
子
直
属
の
騨
利
支
配
値
制
の
整
備
と
し
て
、
君
主
権

の
褒
遂
を
考
え
る
上
で
重
要
と
さ
れ
て
い
る
。
官
帯
責
は
安
史
の
飢
後
、
唐
代
前

期
の
制
が
一
隻
す
る
中
で
、
飢
中
河
北
義
軍
財
源
と
し
て
務
事
賓
が
行
わ
れ
た

の
を
自
の
首
り
に
し
た
と
い
う
第
五
埼
に
よ
っ
て
始
め
て
行
わ
れ
た
。
彼
の
法

は、

生
産
者
H

亭
戸
を
堕
餓
使
に
殺
風
さ
せ
、
産
堕
を
全
て
官
が
確
保
し
版
還

す
る
官
賞
法
で
、
宋
代
の
権
臨
法
に
嘗
る
。
彼
は
私
暗
闇禁
止
・
亭
戸
保
護
等
の

策
も
と
り
、
江
准
の
堕
利
の
み
で
歳
入
の
一
一
割
に
相
賞
す
る
四

O
寓
貫
の
牧
入

を
得
た
が
、
反
面
堕
債
は
十
一
倍
に
も
な
っ
た
と
い
う
。
劉
曇
の
制
は
産
暗
闇地

に
の
み
官
を
置
き
亭
戸
の
生
産
堕
を
牧
買
し
、
こ
れ
を
一
商
人
に
貰
っ
て
懸
利
を

得
て
そ
の
販
濯
を
許
す
法
で
、
後
世
の
逼
一商
法
の
基
本
型
で
あ
る
。
彼
は
ま
た

生
産
技
術
の
撃
音
・
私
堕
取
締
り
・
漕
運
制
の
整
香
等
を
行
い
大
い
に
成
果
を

あ
げ
、
そ
の
後
財
政
改
革
を
行
っ
た
楊
炎
も
爾
税
と
共
に
堕
課
を
重
視
し
、
巡

院
の
機
能
や
権
限
は
金
均
一旗
大
強
化
さ
れ
て
、
重
要
財
務
部
局
と
し
て
設
展
し

て
い
く
。

通
商
法
は
堕
爾
の
褒
逮
を
促
し
.
産
種
地
近
迭
の
上
農
・
大
賞
が
資
力
に
よ

り
堅
商
と
な
っ
た
が
、
彼
等
は
園
家
の
保
護
を
受
け
、
天
子
に
直
属
す
る
と
の

意
識
す
ら
あ
っ
て
州
豚
の
規
制
に
服
さ
ず
、
密
債
を
吊
り
上
げ
、
或
い
は
胞
団
債

と
し
て
不
足
気
味
の
銅
銭
の
代
わ
り
に
食
糧
等
を
入
手
し
、
こ
れ
を
高
値
で
官

に
納
入
す
る
な
ど
暴
利
を
貧
り
、
園
家
摘
出
織
の
利
を
狸
食
し
て
堕
政
鼠
嬢
の
一

因
を
な
し
、
一
方
州
豚
官
・
節
度
使
と
結
托
し
て
土
地
に
投
資
し
、
宋
代
以
降

の
新
興
地
主
層
の
一
部
と
な
っ
て
い
く
。
か
か
る
情
勢
は
私
腹
の
横
行
を
生

み
、
こ
れ
に
封
し
て
開
法
も
強
化
さ
れ
死
刑
を
含
む
重
刑
が
用
い
ら
れ
る
が
、

私
堕
の
徒
は
盆
々
強
大
と
な
り
、
黄
巣
の
飢
を
経
て
唐
の
滅
亡
へ
と
至
る
こ
と

と
な
る
。
叉
、
こ
の
私
墜
取
締
り
の
中
で
、
各
廓
場
の
堕
の
販
路
を
定
め
る
行

感
地
の
制
が
始
め
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
重
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
近
世
以
降
に

連
な
る
幕
賀
制
・
行
醗
地
制
・
自
由
賎
等
の
「
近
世
的
特
徴
」
が
既
に
唐
末
に
出

現
し
て
い
た
こ
と
を
注
意
す
べ
き
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
四
章
「
近
世
に
お
け
る
照
政
」

本
章
は
、
五
代
・
宋

・
元
・
明
・
清
の
各
代
の
盤
政
が
、
各
々
一
節
を
た
て

て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
本
書
の
八
割
強
の
紙
教
が
本
章
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

更
に
明
代
の
堕
政
、
及
び
著
者
前
著
に
主
に
依
接
さ
れ
た
清
代
の
部
分
の
み

で
、
本
書
の
牢
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。
本
章
の
内
容
の
豊
富
な
る
は
、
以
上

に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
紙
数
の
都
合
も
あ
り
、
比
絞
的
知

ら
れ
た
明
清
代
に
つ
い
て
は
極
力
省
き
つ
つ
紹
介
を
し
た
い
。

第
一
節
「
五
代
に
お
け
る
撞
政
」

本
節
は
、
一
・
は
し
が
き
、
二
・
隠
務
管
理
機
関
、
三
・
黙
の
配
給
、
四
・

堕
法
の
整
備
、
五
・
む
す
び
の
五
項
よ
り
成
り
、
三
は
更
に
行
臨
地
・
廟
の
配
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給
の
二
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

麿
末
、
各
地
に
割
擁
し
た
節
度
使
は
、
各
々
そ
の
地
の
醗
利
を
占
め
て
強
大

化
し
、
唐
を
滅
亡
に
追
い
こ
ん
だ
。
軍
閥
割
援
の
こ
の
時
代
、
間
利
は
軍
隊
維

持
の
重
要
財
源
で
あ
り
、
叉
兵
丁
に
支
給
す
る
銅
銭
確
保
の
重
要
な
手
段
で
も

あ
っ
た
。
唐
末
、
既
に
解
闘
を
掌
握
し
て
い
た
朱
温
は
、
山
東
・
河
北
賂
場
を

も
入
手
し
て
専
貰
を
行
い
、
後
唐
も
こ
れ
を
承
け
た
が
、
脂
血
州
臨
池
を
保
有
す

る
に
至
っ
て
、
五
代
同
国
政
の
大
鐙
が
整
備
さ
れ
、
繍
く
中
原
三
王
朝
に
縫
鍋
相
さ

れ
た
。
五
代
に
監
の
専
寅
利
盆
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
宰
相
が
財
務
を
粂
掌

し
て
い
た
こ
と
や
、
後
周
を
除
い
て
大
慢
厳
し
い
盤
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
官
帯
責
法
も
堕
利
を
官
が
濁
占
す
る
官
資
法
が
中
心

で
、
消
費
量
の
多
い
都
市
部
で
は
篠
脇
院
が
騒
を
供
給
す
る
「
権
飽
法
」
が
、

郷
村
部
で
も
商
販
の
他
に
、
臨
m
を
配
給
し
て
代
債
を
絹
で
納
入
さ
れ
る
「
誼
塑

法
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
。
南
唐
で
は
正
税
米
一
斜
に
三
斗
を
加
徴
し
て
墜
一

斤
を
給
す
る
「
艶
米
法
」
が
用
い
ら
れ
、
闘
で
は
上
四
州
に
官
盤
法
、
下
回
州

に
資
産
に
臨
じ
て
配
臨
額
を
定
め
る
「
産
関
法
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

各
園
は
各
々
臨
利
を
重
視
し
た
が
、
中
で
も
唐
末
よ
り
隆
疲
と
な
っ
た
雨
准

脳
血
場
は
、
奥
か
ら
南
唐
へ
と
引
き
継
が
れ
て
そ
の
強
勢
を
支
え
た
が
、
後
周
世

宗
に
破
れ
江
北
四
州
を
割
譲
す
る
に
及
ん
で
、
問
出
利
を
失
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

逆
に
多
額
の
銅
銭
に
よ
り
薗
を
購
入
す
る
こ
と
と
な
っ
て
急
速
に
衰
退
に
向

い、

一
方
盤
利
を
得
た
後
周
は
、
感
の
供
給
を
外
交
上
に
も
利
用
し
て
強
大
化

し
、
天
下
統
一
へ
の
動
き
に
「
大
き
な
郵
み
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
な
お
、

五
代
期
の
堕
法
の
努
遜
に
つ
い
て
は
詳
細
な
考
察
を
さ
れ
、
私
盟
に
制
到
す
る
死

刑
を
含
む
刑
罰
規
定
が
、
後
漢
を
ピ
ー
ク
と
し
て
漸
次
綬
刑
に
向
い
、
後
周
に

至
っ
て
一
段
と
軽
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
の
こ
と
よ
り
、

後
周
世
宗
の
時
代
に
は
祉
曾
の
混
飢
が
・次
第
に
牧
拾
さ
れ
、
天
下
統
一
へ
の
気

蓮
が
相
首
に
進
捗
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。

第
二
節
「
宋
代
に
お
け
る
慰
政
」

本
節
は
一
・
は
し
が
き
、
二
・
堕
の
生
産
、
三
・
務
本
銭
、
凶

・
亭
戸
の
階

級
分
化
、
五

・
臨
の
配
給
、
六

・
沼
鮮
の
醗
政
改
革
、
七
・
私
顧
問
題
、

八

・

む
す
び
|
堕
法
i
の
八
項
に
分
け
ら
れ
、
更
に
五
・
六
・
七
項
は
各
々
に
多
く

の
細
目
に
分
け
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
名
稽
は
省
略
す
る
。

君
主
濁
裁
政
治
と
強
大
な
外
墜
を
特
色
と
す
る
宋
代
、
膨
大
な
軍
事
費
と
官

僚
組
織
維
持
の
財
源
と
し
て
、
堕
の
専
費
は
盆
々
重
要
と
な
り
、
園
家
財
政
に

占
め
る
比
率
も
南
宋
初
期
に
は
歳
入
の
竿
ば
か
ら
八
・
九
割
に
逮
す
る
に
至
っ

た
が
、
歳
出
の
八

・
九
割
は
軍
事
費
で
あ
り
、
墜
課
牧
入
の
大
半
或
い
は
そ
れ

以
上
が
こ
れ
に
充
賞
さ
れ
た
と
い
う
。
北
宋
代
、
こ
の
開
利
の
一
一
一
分
の
二
は
准

南
堕
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
設
展
が
知
ら
れ
る
。
間
盟
は
艶
池
か
ら
の
頼
盛

と
海
騒
を
主
と
す
る
末
躍
に
分
け
ら
れ
、
後
者
は
濃
度
を
高
め
た
盛
水
を
、
竹

盤
・
餓
盤
で
前
…熱
し
て
作
ら
れ
た
が
、
宋
代
に
は
官
が
製
造
支
給
す
る
餓
盤
が

生
産
性
を
高
め
た
と
さ
れ
る
。
生
産
者
た
る
亭
戸
・
寵
戸
は
租
賦
と
し
て
、
或

い
は
銭
を
支
給
さ
れ
て
闘
を
納
入
し
た
。
雨
掘
削
駆
場
で
は
官
に
よ
る
生
産
把
鐙

の
た
め
、
使
用
盤
数
や
時
聞
を
管
理
す
る
「
火
伏
法
L

が
用
い
ら
れ
、
寵
数
に

よ
っ
て
保
甲
・
牌
を
組
む
盤
闘
の
制
が
編
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
明
代
の
「
姐

戸
圏
褒
法
」
の
租
形
と
し
て
注
意
さ
れ
て
い
る
。
貧
困
な
亭
戸
に
は
工
本
を
貸

自
問
す
る
溜
本
銭
の
制
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
少
額
な
る
に
加
え
て
事
後
貸
輿

や
削
減
支
給
、
官
吏
の
中
飽
等
の
弊
あ
っ
て
、
そ
の
波
落
逃
亡
や
私
堕
流
出
の

一
因
と
な
っ
た
。
か
く
て
亭
戸
聞
の
分
化
も
進
行
し
、
上
戸
は
都
長
・
統
催
と

な
り
官
吏
と
結
托
し
て
一
般
亭
戸
を
支
配
牧
奪
し
、
貧
窮
戸
は
工
本
の
借
用
等

を
通
し
て
、
金
々
之
に
従
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

宋
の
専
費
制
は
、
生
産
・
運
搬
・
版
賓
を
全
て
官
が
行
う
「
機
関
法
」
と
、
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商
人
に
堕
を
寅
り
堕
利
を
確
保
し
そ
の
販
還
に
委
ね
る
「
通
商
法
」
と
が
あ

り
、
時
代
・
地
減
に
よ
り
遁
宜
交
替
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
遜
一
商
一
法
の
利
が
大

で
あ
り
、
活
鮮
の
法
も
大
鐙
こ
の
制
で
あ
る
。
し
か
し
駿
務
猪
嘗
官
が
、
多
く

権
要
の
子
弟
で
盤
務
を
食
い
物
に
し
盤
務
素
飢
の
一
因
と
な
っ
た
。
官
賀
法

は
、
官
に
よ
る
聾
利
濁
占
・
固
滑
な
る
供
給
・
銅
銭
入
手
等
を
目
的
と
し
た

が
、
管
理
機
構
の
腐
敗
と
枚
奪
、
役
の
過
重
、
民
へ
の
強
制
販
賀
、
醸
の
支
給

な
く
代
債
の
み
徴
枚
す
る
等
の
弊
が
多
出
し
、
官
簡
の
悪
質
高
債
な
る
に
よ
る

私
艶
横
行
と
相
侠
っ
て
、
麹
利
の
減
少
を
結
果
し
た
。
通
商
法
は
宋
初
、
北
-

西
迭
の
軍
糧
調
達
を
目
的
と
し
、
食
糧
納
入
と
引
き
替
え
に
要
券
・
交
引
を
支

給
し
て
京
師
権
貨
務
で
見
銭
を
、
或
い
は
江
准
・
解
州
で
茶
・
壊
を
支
給
し
て
そ

の
版
濯
を
許
す
「
折
中
」
制
と
し
て
行
な
わ
れ
、
後
に
内
地
州
軍
に
も
行
な
わ

れ
た
。
遼
寧
へ
の
糧
食
納
入
に
は
地
の
利
を
得
た
山
西
商
人
が
有
利
で
、
茶
-

駿
販
賓
に
乗
り
出
し
て
い
る
の
は
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
制
に
類
す
る
も
の
が

「
三
読
(
税
〉
法
・
四
説
法
」
で
後
者
に
は
東
南
臨
も
用
い
ら
れ
た
。
佃
明
糧
運

搬
が
困
難
な
地
域
で
は
時
債
よ
り
は
る
か
に
高
債
で
交
引
を
愛
給
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
過
剰
設
行
と
相
侠
っ
て
交
引
債
格
が
暴
落
す
る
弊
が
生
じ
た
。
京
師
豪
商

は
こ
れ
を
安
値
で
入
手
し
て
暴
利
を
枚
め
、
園
家
の
堕
利
は
彼
等
に
濁
占
さ
れ

る
に
至
っ

た
。
園
初
、
青
白
駿
流
入
阻
止
の
た
め
権
験
地
域
と
さ
れ
て
い
た
北

方
解
盟
地
域
も
、
こ
の
段
階
で
は
通
商
法
が
行
わ
れ
て
お
り
、
専
賓
制
自
鐙
が

崩
媛
寸
前
と
な
っ
た
。

こ
れ
を
改
革
し
た
の
が
沼
鮮
で
あ
る
。
彼
の
法
は
倒
明
粟
納
入
と
堕
引
支
給
と

を
分
離
し
た
こ
と
に
最
大
の
特
色
が
あ
り
、
堕
引
は
見
銭
に
よ
っ
て
支
給
し
、

そ
の
絹
銭
で
食
糧
を
購
入
し
、
銭
幣
は
権
貨
務
に
留
め
て
園
庫
に
充
つ
と
い
う

制
で
沼
鮮
の
軌
妙
法
と
い
わ
れ
る
。
彼
は
叉
、
地
宜
に
配
慮
し
つ
つ
遁
一
商
法
へ
切

り
代
え
る
こ
と
や
、
虚
佑
の
弊
や
交
引
の
債
格
下
落
を
防
止
し
、
豪
商
の
暴
利

迫
求
を
阻
止
す
る
た
め
に
都
盤
院
を
置
い
て
交
引
を
買
い
支
え
る
等
々
の
寅
殊

性
あ
る
改
革
を
行
い
、
迭
費
の
十
に
八
を
賄
い
得
た
の
み
な
ら
ず
、
民
に
利
を

も
も
た
ら
す
と
い
う
成
果
を
あ
げ
た
と
-
評
さ
れ
る
。

専
貰
制
が
生
み
出
す
私
堕
の
弊
は
、
南
宋
に
な
っ
て
愈
々
公
然
化
し
、
南
宋

末
に
は
大
都
市
人
口
の
殆
ん
ど
が
私
堕
を
食
す
と
冊
刑
さ
れ
る
程
に
な
り
、
官
堕

は
翠
滞
し
堕
利
は
減
少
す
る
現
象
が
顕
著
と
な
っ
た
。
私
耐
強
横
行
の
例
と
し

て
、
行
堕
地
開
の
償
格
差
を
利
得
す
る
「
越
私
」
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
慶
州
の
場
合
に
つ
い
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
宋
代
は
全
鐙
と
し
て
は
臨
法
は
緩
や
か
で
照
債
も
比
較
的
安
値
で

あ
り
、
こ
れ
が
社
舎
の
安
定
と
生
産
力
の
増
大
と
好
況
と
を
作
り
出
し
た
と
評

債
さ
れ
て
い
る
。

第
三
節
「
元
代
に
お
け
る
盤
政
」

本
節
は
、
一
・
は
し
が
き
、
二
・
食
酢
法
、
三
・
就
刷
物
支
躍
と
鹿
倉
支
腰
、

四
・
引
法
、
五
・
顎
法
の
樹
媛
、
六
・
む
す
び
の
六
項
よ
り
な
り
、
二
・
四
・

五
項
は
更
に
幾
っ
か
に
細
分
-
評
論
さ
れ
て
い
る
。

元
代
、
塑
利
は
太
宗
朝
か
ら
重
視
さ
れ
堕
税
も
徴
さ
れ
て
い
た
が
、
専
資
制

や
曲
師
法
が
本
格
的
に
整
備
さ
れ
た
の
は
世
租
朝
で
、
内
外
軍
事
費
や
各
種
造
営

工
事
の
財
源
確
保
が
目
的
で
あ
っ
た
。
堕
利
枚
入
は
世
租
の
時
、
統
に
閣
家
経

費
の
八
割
に
も
逮
し
、
元
一
代
を
遁
し
て
歴
朝
中
最
高
の
水
準
に
あ
り
、
時
盟
債

も
高
い
水
準
に
あ
っ
た
。
叉
、
種
引
の
渓
賀
高
も
過
大
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
元

代
務
政
の
特
色
を
な
し
て
い
る
。
専
賓
法
は
宋
の
権
商
品法
に
嘗
る
「
食
聾
法
」

と
、
宋
の
通
商
法
に
嘗
る
「
引
法
」
と
が
あ
り
、
元
初
一
部
を
除
い
て
引
法
が

用
い
ら
れ
た
が
、
債
格
高
騰
の
鮮
を
生
じ
、
園
家
の
穏
利
濁
占
の
意
闘
も
あ
っ

て
食
糧
法
に
改
め
ら
れ
、
以
後
屡
々
商
法
の
交
替
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
時
期

や
地
域
の
匿
分
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
時
に
併
行
施
行
の
場
合
も
あ
っ
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た
。
し
か
し
概
し
て
都
市
部
や
産
脳
血
地
で
は
食
騨
法
が
、
郷
村
部
で
は
引
法
が

用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
食
由
閣
法
は
民
へ
の
強
制
割
り
嘗
て
、

強
僚
と
し
て
の
生
紗
納
入
強
制
、
官
吏
の
侵
奪
、
官
監
の
悪
質
高
償
、
量
目
不

足
等
の
弊
を
多
出
し
民
を
困
苦
せ
し
め
た
。
額
引
渡
行
も
、
食
糧
確
保
や
銀
の

入
手
、
和
羅

・
賑
済
等
の
財
源
確
保
の
他
に
、
諸
王
公
主
鮒
馬
権
臣
等
へ
の
賜

輿
に
も
多
砕
鉱
さ
れ
、
彼
等
特
権
層
の
臨
政
へ
の
侵
入
と
堕
利
侵
奪
と
を
も
た
ら

し
、
一
般
官
僚
ま
で
が
堕
利
を
強
食
し
て
摂
政
闘
機
へ
の
大
き
な
要
因
と
な
っ

た
。
叉
、
権
要
の
下
で
斡
脱
一
商
人
が
妹
腕
を
振
っ
た
こ
と
や
、
色
白
人
が
顕
一商

と
し
て
活
隠
し
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

以
上
の
風
潮
の
下
で
盤
一商
は
鈎
抗
上
、
官
と
結
托
し
て
不
法
に
多
監
を
入
手

し
、
或
い
は
退
引
を
用
い
て
私
脳
血
を
扱
い
、
或
い
は
債
格
を
吊
り
上
げ
る
等
の

手
段
を
用
い
た
が
、
白
か
ら
懸
政
樹
被
の
原
因
を
作
っ
た
に
等
し
い
。
か
か
る

中
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
艶
徒
は
興
起
し
、
元
朝
滅
亡
へ
の
大
き
な
「
動
火

貼
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
等
は
招
安
さ
れ
て
、
或
い
は
軍
に
籍
せ
ら
れ
元

冠
に
紅
巾
討
伐
に
と
駆
り
出
さ
れ
、
或
い
は
逃
亡
寵
戸
の
代
り
に
盤
生
産
に
役

使
さ
れ
た
り
し
た
。
元
末
、
各
地
に
綱
渡
し
た
勢
力
は
か
か
る
鹿
徒
に
係
わ
る

者
が
多
く
、
張
士
誠
や
方
園
珍
に
加
え
て
、
著
者
は
汝
容
に
裂
し
た
韓
山
重
ら

の
紅
巾
に
つ
い
て
も
、
次
の
如
く
注
目
す
べ
き
見
解
を
提
出
さ
れ
て
い
る
。

汝
寧
の
地
は
解
麹

・
河
北
盛

・
山
東
盤

・
准
強
の
幅
験
す
る
地
で
あ
り
、
明

清
時
代
に
は
多
く
の
塑
徒
が
集
中
す
る
治
安
の
著
る
し
く
悪
い
地
で
あ
っ
た
。

こ
の
地
を
中
心
と
し
て
紅
巾
勢
力
が
急
激
に
伸
長
し
た
の
は
、
由
周
密
買
に
よ
る

財
源
が
こ
れ
を
大
半
支
え
て
い
た
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
傍
歪
と
し
て
、

濠
州
に
て
元
軍
の
包
囲
を
受
け
困
窮
し
て
い
た
郭
子
輿
に
封
し
、
朱
元
惑
が

「
堕
を
以
て
懐
遠
の
粟
と
易
え
」
郭
子
興
の
家
を
賂
わ
し
た
例
を
引
き
、
彼
が

多
量
の
聾
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
盤
で
あ
ろ
う
し
、
私
躍
を
密

賀
し
て
寧
幽
の
経
費
を
ま
か
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
朱
元
環

を
堕
徒
の
統
領
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
韓
山
室
ら
も
私
顕
密
貰
が
そ
の
集

闘
を
支
え
る
最
大
の
財
源
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
叉
、
彼
等

私
患
の
徒
が
邪
敬
白
蓮
数
を
利
用
し
た
の
は
、
思
民
を
結
社
に
引
き
入
れ
そ
の

脱
退
を
防
止
し
て
、
結
社
の
結
束
を
強
化
す
る
手
段
で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
が
、
今
後
の
展
開
が
待
望
さ
れ
る
所
で
あ
ろ
う
。

第
四
節
「
明
代
の
康
政
」

本
節
は
、
一

・
は
し
が
き
、
二
・
踏
の
生
産
、
三

・
僚
の
配
給
、
四
・
む
す

び
の
四
項
よ
り
成
り
、
二
は
更
に
、

ω生
産
者
爺
戸
、

ω闘
煎
法
と
そ
の
厨

抽出、川
w鐙
戸
の
優
遇
、
川
刊
竃
戸
の
逃
亡
、

ω竃
戸
の
階
級
分
化
に
分
け
ら
れ
、

ω・
同
は
更
に
組
問
っ
か
に
細
分
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
三
も
同
様
に
、

ω戸
口
食

堕
法
、

ω開
中
法
、

ω駿
引
の
墾
滞
と
綱
法
の
成
立
、
川
刊
票
法
に
分
け
ら
れ
、

各
々
更
に
細
目
を
立
て
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
如
く
、
明
代
の
自
由
業

・

出
国
政
脳
血
一
商
に
つ
い
て
は
、
藤
井
宏
・
中
山
八
郎
・
著
者

・
寺
田
隆
信
等
の
諸
氏

に
よ
っ
て
活
滋
に
研
究
が
展
開
さ
れ
て
き
た
分
野
で
あ
る
。
著
者
は
本
節
に
お

い
て
、
そ
れ
ら
の
諸
成
果
を
ふ
ま
え
ら
れ
、
新
知
見
を
提
出
さ
れ
つ
つ
盛
系
的

に
明
代
の
堕
政
を
綜
合
さ
れ
て
い
る
。
本
節
に
は
次
の
「
清
代
の
盟
政
」
に
次

ぐ
頁
数
が
充
て
ら
れ
て
お
り
、
内
容
は
極
め
て
盟
富
で
あ
る
が
、
紙
数
の
都
合

も
あ
り
、
既
知
の
部
分
も
多
い
の
で
極
く
概
略
の
み
紹
介
し
た
い
。

園
初
よ
り
北
透
防
衡
を
始
め
外
患
に
悩
ま
さ
れ
た
明
代
に
あ
っ
て
堕
の
果
し

た
役
割
は
大
き
い
。
元
末
、
鹿
徒
の
統
領
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
朱
元
理
は
、

支
配
領
域
に
堕
の
専
賀
を
行
っ
て
軍
銅
を
ま
か
な
っ
て
い
た
が
、
建
図
後
は
元

制
を
承
け
て
専
賀
制
度
を
確
立
し
た
。
そ
の
法
は
元
の
食
感
法
を
う
け
た
「
戸

口
(
納
紗
〉
食
醸
法
」
と
、
著
名
な
「
開
中
法
」
が
あ
る
。
開
中
(
開
坐
中
盤

の
略
と
さ
れ
る
〉
は
始
め
直
接
漫
鎮
に
軍
糧
を
納
入
せ
し
め
、
堕
引
を
支
給
し
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盛
場
に
て
支
堕
販
運
さ
せ
る
納
糧
中
墜
が
行
わ
れ
、
五
割
と
い
う

E
利
に
よ
り
、

地
の
利
を
得
た
山
西
・
侠
西
商
人
の
急
激
な
褒
達
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
制
の
諸
弊
が
顕
著
と
な
り
、
一
方
逸
境
で
の
食
糧
生
産
が
増
大

し
、
更
に
は
銀
経
済
の
進
展
も
あ
っ
て
、
透
方
納
銀
開
中
を
経
て
、
盟
運
司
に

直
接
銀
を
納
入
し
て
堕
引
を
入
手
す
る
在
司
納
銀
制
が
主
韓
と
な
っ
た
。
こ
の

結
果
、
最
大
の
爾
准
堕
場
の
中
心
地
揚
州
に
は
山
西
等
の
巨
商
が
集
中
し
、
堕

商
聞
の
分
化
が
盆
-R

進
行
す
る
と
共
に
、
守
支
に
悩
む
盛
一
商
は
生
産
面
に
も
進

出
し
、

一商
鐙
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
資
本
主
義
蔵
芽
問
題
と
し
て
注
目

さ
れ
て
き
た
所
で
あ
る
。
揚
州
亘
一
商
は
内
商
と
し
て
富
を
誇
っ
た
が
、
や
が
て

批
験
の
留
難
や
官
吏
の
牧
奪
等
に
よ
る
経
費
増
大
に
よ
っ
て
堕
引
購
入
を
願
わ

ず
、
た
め
に
堕
引
債
格
は
暴
落
し
た
が
、
一
部
有
力
内
商
が
そ
の
資
力
に
よ
っ

て
由
貿
引
を
安
値
で
買
い
占
め
、
そ
の
賓
買
に
よ
っ
て

E
利
を
得
る
岡
戸
へ
と
成

長
し
、
時
に
公
の
爾
准
盤
利
に
匹
敵
す
る
利
を
得
る
に
至
っ
た
。
か
く
て
図
家

の
揮
利
は
彼
等
に
侵
奪
さ
れ
、
曲
面
課
は
依
少
し
一
般
内
一両
一
等
は
淡
落
に
さ
ら
さ

れ
、
堕
政
は
崩
擾
寸
前
の
欣
態
と
な
っ
た
。
こ
の
時
行
わ
れ
た
堕
政
の
改
革
が

「
綱
法
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
醤
引
や
堆
醸
の
消
化
が
進
み
、
園
家
蟻
利

も
増
大
す
る
成
果
を
あ
げ
た
が
、
反
面
取
引
購
入
権
を
箆
本
と
し
て
特
定
一蒔一人

に
輿
え
、
そ
の
世
襲
獅
占
を
許
す
こ
と
と
な
り
、
清
代
の
根
窟
制
度
に
連
な
る

こ
と
に
な
る
。

盤
商
は
利
少
き
地
に
は
販
運
す
る
を
好
ま
な
い
。
か
か
る

地
を
封
象
と
し

て
、
小
資
本
で
も
脳
血
を
扱
い
得
る
「
票
法
」
が
用
い
ら
れ
た
が
、
地
域
的
に
も

限
定
さ
れ
、
弊
害
も
多
出
し
て
大
き
な
成
果
は
あ
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か

し
、
清
代
票
法
の
先
例
と
し
て
は
重
要
な
意
義
を
認
め
得
る
と
評
領
さ
れ
て
い

る。
な
お
本
節
で
注
意
す
べ
き
は
、
在
司
納
銀
開
中
法
開
始
の
時
期
に
つ
い
て
藤

井
氏
と
異
る
見
解
を
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
藤
井
氏
が
綿
密

な
考
査
を
さ
れ
、
そ
の
時
期
を
成
化
末
年
と
し
、
食
貨
志
の
弘
治
五
年
の
記
を

課
り
と
さ
れ
て
い
る
の
に
劉
し
、
著
者
は
食
貨
士
山
弘
治
五
年
直
前
の
記
に
よ

り
、
成
化
年
閲
に
臨
時
の
措
置
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
運
司
納
銀
制
が
、
弘
治

五
年
に
至
っ
て
制
度
化
さ
れ
、
遠
方
納
銀
制
と
併
せ
行
う
こ
と
が
公
認
さ
れ
た

も
の
と
解
四
拝
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
設
と
共
に
今
後
の
研
究
が
注
一意さ

れ
る
。

第
五
節
「
清
代
の
盤
政
」

前
述
の
如
く
、
本
節
は
全
文
書
き
改
め
ら
れ
て
は
い
る
が
基
本
的
に
は
定
評

あ
る
前
著
に
依
接
さ
れ
て
お
り
、
既
に
波
多
野
善
大
氏
の
書
評
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
と
恩
わ
れ
る
。
よ
っ
て
前
著

と
異
な
る
黙
の
み
紹
介
し
た
い
。
全
文
書
き
改
め
ら
れ
る
中
で
、
波
多
野
氏
も

指
摘
さ
れ
た
難
解
な
表
現
は
卒
易
な
も
の
と
な
り
、
史
料
も
本
書
の
他
の
部
分

に
合
せ
て
書
き
下
し
文
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
叉
、
必
要
に
態
じ
て
時
に
前
者

を
要
約
さ
れ
、
或
い
は
設
明
を
補
わ
れ
る
等
の
差
異
は
随
庭
に
見
受
け
ら
れ
る

が
、
内
容
上
は
基
本
的
に
前
著
と
殆
ん
ど
同
じ
と
考
え
て
よ
い
。
最
大
の
相
違

貼
は
次
の
部
分
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
本
論
部
分
は
陶
溺
の
改
革
で
終
り
、
そ

の
後
に
つ
い
て
は
僅
か
に
附
言
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
、
本
書
で
は
前
著
と
前

後
し
て
愛
表
さ
れ
た
一
連
の
研
究
に
依
接
さ
れ
、
七
・
雨
准
型
政
の
改
革
、
川
開

陶
溺
の
准
南
堕
政
改
革
の
次
に
、
州
w陵
建
痛
酬
の
准
南
改
革
、
制
清
末
に
お
け
る

准
南
麗
政
と
を
設
け
、
後
者
は
更
に
凶
か
ら

ωま
で
九
つ
の
細
目
を
立
て
て
詳

論
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
嘉
慶
か
ら
遁
光
に
か
け
て
殆
ん
ど
崩
壊
朕

態
と
な
っ
た
爾
准
顎
場
の
改
革
は
陶
樹
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
彼
は
准
北
に

票
法
を
寅
施
し
て
成
殺
を
枚
め
た
も
の
の
、
よ
り
重
要
な
准
南
第
務
の
改
革
に

は
若
干
手
を
つ
け
た
の
み
で
職
を
去
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
改
革
は
李
星
況
を

-157ー



158 

経
て
陸
建
協
に
至
っ
て
よ
り
詳
密
な
票
法
改
革
と
し
て
質
施
さ
れ
、
者
数
を
得

た
も
の
の
、
す
ぐ
に
太
卒
天
図
の
飢
に
よ
っ
て
准
南
盤
政
は
崩
域
し
、
刷
出利
は

太
卒
天
園
の
重
要
財
源
と
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
太
卒
天
園
の
長
江
下
流
制
墜
に

よ
り
、
東
西
交
通
は
分
断
さ
れ
、
湖
廉
に
深
刻
な
堕
不
足
が
生
じ
る
が
、
四
川

脳
血
の
生
産
地
大
と
湖
庚
へ
の
流
入
が
活
滋
化
し
、
飢
後
に
問
題
と
な
る
も
解
決

せ
ず
し
て
清
朝
滅
亡
に
至
る
。

以
上
よ
り
明
ら
か
な
如
く
、
こ
の
補
完
部
分
が
あ

っ
て
始
め
て
本
節
は
清
末

ま
で
完
撃
し
、
本
書
は
文
字
通
り
古
代
か
ら
清
末
ま
で
の
隠
政
史
と
し
て
完
成

し
た
の
で
あ
り
、
補
完
部
分
は
本
来
あ
る
べ
き
姿
に
戻
っ

た
と
い
え
る
の
で
あ

る。

四

本
書
の
該
博
な
内
容
及
び
良
債
を
、
如
上
の
拙
い
紹
介
が
十
分
に
停
え
得
た

か
否
か
、
甚
だ
心
許
な
い
も
の
が
あ
る
。
よ
っ
て
最
後
に
本
書
の
特
色
・
本
書

に
よ
っ
て
輿
え
ら
れ
る
知
見
を
列
翠
し
、
そ
の
後
に
若
干
の
私
見
を
附
し
て
本

稿
を
終
え
た
い
。

一・

初
の
本
格
的
胞
政
史
研
究
と
し
て
、
従
来
空
白
で
あ
っ
た
部
分
は
新
た

に
解
明
さ
れ
、
叉
、
各
代
の
諸
成
果
を
綜
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
か

ら
清
末
ま
で
の
魁
政
の
流
れ
を
一

貫
し
て
理
解
し
得
る
こ
と
。
二

・
闘
が
中
園

枇
舎
の
展
開
、
と
り
わ
け
権
力
の
掌
信
・
盛
衰
・

交
替
に
つ
い
て
果
し
て
き
た

大
き
な
役
割
を
、
各
代
を
通
し
て
解
明
さ
れ
た
こ
と
、
三
・
脳
血と
権
力
の
聞
に

介
在
し
、
或
い
は
権
力
を
支
え
、
或
い
は
そ
の
基
盤
を
飽
食
し
た
関
商
・
山
西

一
商
一
人
の
存
在
を
速
く
古
代
に
ま
で
湖
っ
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
。
な
お
、
停
え
ら

れ
る
所
で
は
、
著
者
は
次
の
構
惣
と
し
て
山
西
一商一
人
を
考
え
て
お
ら
れ
る
と
の

こ
と
で
あ
り
、
寺
田
隆
信
氏
の
「
山
西
商
人
の
研
究
」
と
ど
の
様
に
交
錯
さ
れ

る
も
の
か
興
味
が
持
た
れ
る
所
で
あ
る
。
四

・
近
世
濁
裁
制
を
支
え
た
穣
専
寅

制
の
二
つ
の
大
き
な
流
れ
を
、
唐
代
第
五
時
川
・
劉
安
の
二
法
を
原
型
と
し
て
系

統
的
に
理
解
し
得
る
こ
と
。
又
、
宋
の
殿
闘
の
制
と
明
の
鏑
戸
闘
緊
法
、
明
清

の
綱
法
、
明
の
禁
法
と
清
代
陶
樹
の
票
法
、
宋
の
折
中
と
明
の
開
中
法
等
々
、

個
々
の
制
度
の
幾
遜
も
系
統
的
把
握
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
。
五
・

照
幕
褒

制
・
行
堕
地
制
・
同
盟
賊
・
天
子
直
属
の
賢
官
な
ど
の
「
近
世
的
特
質
」
が
既
に

唐
末
に
出
現
し
た
こ
と
。
六

・
醸
法
の
寛
厳

・
開
債
の
高
低
が
、
嘗
一
該
一
時
代
の

祉
舎
及
び
権
力
の
安
定
度
を
示
す
重
要
指
標
と
な
る
こ
と
。
七
・

波
多
野
氏
書

評
に
特
筆
さ
れ
た
塑
政
僻
典
的
性
格
が
、
盆
々
充
賞
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
本
書

は
全
時
代
を
カ
バ

ー
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
索
引
は
一

O
五
頁
、
項
目
数

は
小
見
出
し
を
も
入
れ
て
八
千
に
も
淫
せ
ん
か
と
い
う
段
富
き
で
あ
る
。
本
文

説
明
の
卒
易
さ
と
相
ま
っ
て
、
難
解
な
躍
に
係
わ
る
用
語
を
理
解
す
る
に
不
可

紋
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

no 
phd 

以
上
、
書
評
と
い
い
な
が
ら
紹
介
に
終
止
し
て
き
た
の
は
他
で
も
な
い
。
本

書
に
お
い
て
始
め
て
解
明
さ
れ
た
部
分
は
今
後
の
研
究
の
出
妥
結
と
し
て
、
新

た
に
提
起
さ
れ
た
諸
問
題
と
共
に
、

今
後
各
代
の
専
家
が
個
々

の
専
論
の
中
で

取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
、
清
代
史
を
副
学

ぶ
筆
者
に
と
っ
て
、
前
者
に
接
し
た
時
と
は
異
る
意
味
で
数
々
の
御
敬
一
亦
を
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
と
は
い
え
、
清
代
の
部
分
は
既
に
書
評
の
あ
る
前
著
に

基
本
的
に
依
録
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は

適
蛍
で
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
本
書
讃
後
の
印
象
と
清
代
史
を
皐
ぶ
者
と
し
て
若
干
の

卑
見
を
述
べ
評
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

一
・
本
書
を
貫
く
重
要
主
題
は
、
歴
代
権
力
の
消
長
に
堕
が
重
要
な
役
割
を
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果
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
権
力
の
財
政
基
盤
に
堕
の
占
め
る
比
率
が
大
き
け

れ
ば
、
そ
の
減
少

・
喪
失
が
権
力
の
衰
退
・
滅
亡
を
も
た
ら
す
事
は
理
解
し
易

い
。
し
か
し
、
五
代
期
南
唐
の
場
合
な
ど
を
除
け
ば
、

一
般
に
は
由
貿
利
の
喪
失

は
内
部
か
ら
の
堕
政
の
崩
壊
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
生
産
者
の
淡

落
・
懸
荷
の
政
雇
・
権
要
の
侵
奪
・
官
僚
の
枚
奪

・
私
堕
の
横
行
等
々
に
因
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
等
の
諸
弊
が
叢
生
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
権
力
に
よ
る
堕
利
掌
渥
能
力
が
低
下
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
権
力

自
慢
の
衰
退
の
反
映
乃
至
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
は
そ
の
主
題
か
「
監
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
骨
画
然
と
は
い
え
、
時
に

「堕
利
の
減
少

・
喪
失
が
原
因
と
な

り
、
権
力
の
衰
退
・
滅
亡
を
結
果
す
る
L

と
い
っ
た
印
象
が
な
い
誇
で
は
な

い
。
し
か
し
注
意
深
く
読
め
ば
、
著
者
は
全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
か
か
る
単

純
な
因
果
関
係
で
堕
と
権
力
と
の
関
係
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と

は
、
照
が
権
力
の
抽
出
長
に
「
重
要
な
役
割
を
果
し
た
」
、
権
力
の
衰
退
に
「
拍

車
を
か
け
た
」
、
こ
れ
を
「
促
し
た
」
と
い
っ
た
表
現
が
示
す
所
で
あ
る
。
権

力
の
衰
退
は
、
嘗
一
該
時
代
の
歴
史
的
性
格
、
権
力
の
構
造
と
性
格
、
粧
品
聞
の
経

済
的
政
治
的
諸
矛
盾
、
一
商
人
の
性
格
、
中
図
的
官
僚
及
び
官
僚
制
の
特
質
等

々
、
多
様
な
角
度
よ
り
総
合
的
に
追
求
さ
る
べ
き
別
箇
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

二
・
約
一
世
紀
に
わ
た
り
華
北
を
領
有
し
た
金
代
の
艶
政
は
元
代
の
部
で
僅

か
に
附
言
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
南
宋
と
の
針
崎
の
中
で
南
宋

同
様
に
由
闘
が
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
征
服
王
朝
的
と
も

い
え
る
苛
酷
且
つ
特
異
な
元
制
に
影
響
を
輿
え
た
こ
と
、
金
に
お
け
る
山
西
喬一

人
の
活
動
と
権
力
と
の
関
係
な
ど
興
味
あ
る
所
で
あ
っ
て
、
遺
制
と
併
せ
て
も

う
少
し
論
述
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

三
・

著
者
が
「
結
論
」
で
い
わ
れ
て
い
る
中
園
近
世
の
長
期
に
亙
る
脳
閉
幕
寅

制
と
君
主
濁
裁
制
が
中
園
祉
舎
に
賦
興
し
た
「
特
殊
な
性
格
」
と
は
畢
寛
す
る

に
「
中
園
祉
舎
の
近
代
化
の
遅
滞
」
を

3

意
味
す
る
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
黙
に
つ

き
著
者
は
専
ら
前
著
に
依
接
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
前
著
の
完
成
度
の
高

さ
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
閲
約
三
十
年
経
過
し
て
い
る
こ

と
を
思
う
時
、
清
代
史
を
皐
ぶ
一
人
と
し
て
世
田
山
た
る
思
い
を
禁
じ
得
な
い
。

(
2
)
 

勿
論
、
渡
迭
惇
氏
が
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
明
清
時
代
の
盤
業
研
究
の
契
機
と
な

っ
た
所
謂
資
本
主
義
蔚
芽
問
題
が
、
そ
の
後
、
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
、

及
び
前
箸
の
如
き
優
れ
た
研
究
は
一
方
に
そ
の
後
遺
症
と
し
て
後
患
を
他
の
分

野
に
向
わ
せ
る
と
い
っ
た
理
由
は
あ
る
に
せ
よ
、
渡
逸
氏
が
書
評
を
さ
れ
た
整

問、

徐
泌
氏
の
「
清
代
雨
准
盛
場
的
研
究
」
や
、
中
園
、
張
皐
君

・
舟
光
栄
雨

氏
の
「
明
清
四
川
井
監
史
稿
」
な
ど
、
海
外
で
こ
の
分
野
の
研
究
が
進
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
我
が
園
で
も
こ
の
分
野
の
研
究
が
活
滋
化
す
る
こ
と

が
望
ま
れ
る
。
幸
い
近
年
陸
綴
と
楢
案
類
を
始
め
新
し
い
史
料
の
参
震
が
可
能

と
な
り
つ

つ
あ
り
、
確
か
な
制
度
的
把
握
を
特
徴
と
す
る
著
者
の
研
究
に
支
え

ら
れ
、
盤
政

・
盟
業
の
み
な
ら
ず
、
商
品
流
通
な
ど
多
方
面
に
亙
る
研
究
の
進

展
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

四
・
清
代
、
堕
課
が
地
丁
に
次
ぐ
重
要
財
源
で
あ
っ
た
の
は
波
多
野
氏
書
評

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
跡
地
力
の
中
樋
部
た
る
中
央
政
府
が
、
同
開
課
と

関
税
を
中
央
直
轄
の
重
要
財
源
と
し
て
い
た
こ
と
を
蛇
足
と
し
て
附
し
た
い
。

即
ち
、
順
治
十
年
、
北
直
等
十
一
省
の
地
丁
銭
糧
ハ
原
額
約
一
一
一
一
六
五
蔦
雨
)

か
ら
戸
部
に
解
迭
さ
れ
た
額
は
約
一
一
一
一
一
一

O
蔦
雨
で
あ
っ
た
。
戸
部
は
侠
西
・
湖

底
等
の
兵
制
約
一
八

O
蔦
雨
、
王
公
文
武
満
漢
官
の
俸
制
約
一
九

O
薦
問
の
支

出
が
あ
り
、
こ
れ
の
み
で
は
約
四
二
寓
雨
の
不
足
で
あ
っ
た
。
し
か
し
賂
課
・

関
税
二
七
二
高
閉
そ
の
〔
哩

δ
高
雨
の
枚
入
が
あ
っ
て
、
該
年
戸
部
は
二
六

O
高
雨
の
絵
剰
を
得
て
い
る
。
降
っ
て
嘉
慶
十
七
年
、
地
了
寅
徴
は
原
額
の
約

筋
%
、
加
え
て
北
・西
逸
の
軍
需
、
一
隅
建
海
防
へ
の
支
出
も
あ
っ
て
、
地
丁
項
下
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の
牧
支
は
約
二
六
凶
高
雨
不
足
し
て
い
る
。
し
か
し
て
、
該
一
年
、
戸
部
が
約
五

百
首
阿
南
の
寅
牧
を
得
た
の
は
、
専
ら
鰹
課
・
関
税
牧
入
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

関
税
貿
徴
額
は
四
八
一
高
雨
、
こ
れ
よ
り
地
丁
項
下
へ
の
流
用
や
河
工
等
へ
の

支
出
あ
っ
て
、
戸
部
解
迭
額
は
二
六
四
禽
雨
で
あ
っ
た
。
附
m課
は
貧
徴
四
七
七

世
尚
南
、
地
方
兵
飼
へ
の
留
充
分
を
除
い
た
四
一
一
一
一
首
阿
南
が
「
酌
緩
解
部
並
留
協

郷
省
」
分
で
あ
り
、
約
二
六

O
高
雨
が
戸
部
に
解
迭
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
清

朝
園
家
権
力
の
中
福
部
た
る
中
央
政
府
が
、
醸
課
・
闘
税
を
直
幣
財
源
と
し

て
、
こ
れ
に
大
き
く
依
接
し
て
い
た
様
相
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
照
の
果
し
た
役

割
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
ま
こ
と
に
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

著
者
の
多
年
に
わ
た
る
磁
政
研
究
の
総
決
算
と
も
い
う
べ
き
本
書
の
僚
値
を

以
上
の
拙
文
が
僻
閉
鎖
し
た
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
著
者

及
び
諸
賢
の
御
寛
恕
を
お
願
い
す
る
と
共
に
、
末
尾
な
が
ら
著
者
の
盆
々
の
御

壮
健
と
御
活
級
を
祈
念
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

(
一
九
八
八

・
四
・
二
五
)

詮(

1

)

「
情
代
道
光
朝
に
お
け
る
准
南
関
政
の
改
革
」
(
東
方
間
四
千
論
集
三
、

昭
和
三

O
年
十
月
〉
「
中
園
史
研
究
」
第
二
、
「
清
代
威
盟
朝
に
お
け

る
准
南
摂
政
の
改
革
」
(
東
洋
史
研
究
一
六
l
三
、
昭
和
三

O
年一一一月)、

「
中
園
史
研
究
」
第
二
、
「
清
代
准
南
盤
販
路
の
争
奪
に
つ
い
て
」
(
史

林
三
九

l
四
・
五
、
昭
和
コ
二
年
七
・
九
月
)
「
中
園
史
研
究
」
第
一

な
ど
。

(

2

)

渡
迭
惇
氏
書
評
、
徐
以
著
「
清
代
爾
准
融
開
場
的
研
究
」

(
近
代
中
園

第
三
巻
、
一
九
七
八
年
五
月
〉
。

(

3

)

世
租
貫
録
巻
八
十
四
、
順
治
十
一
年
六
月
笑
未。

〈

4
)

文
献
叢
編
所
牧
「
梁
核
嘉
康
十
七
年
各
直
省
銭
糧
出
入
清
翠
」
。

一
九
八
七
年
九
月
京
都
法
律
文
化
粧

A
5
版

九

二

二
頁
一
八
、

0
0
0園
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