
氏
自
身
が
、
そ
の
皐
際
的
研
究
の
陸
現
者
で
あ
る
と
言
え
る
。
今
後
と
も
、
か

か
る
方
法
に
よ
る
研
究
の
設
展
が
笠
ま
れ
る
。
ま
た
、
氏
の
研
究
が
、
生
産
力

の
設
展
↓
生
産
関
係

・
生
産
様
式
の
慶
化
と
い
う
よ
う
に
、
縦
に
時
代
の
流
れ

を
迫
っ
て
行
く
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
生
産
力
の
貧
態
↓
土
地
問
題
・
社
舎

制
度
の
現
炊
と
い
う
よ
う
に
、
績
に
社
舎
を
見
渡
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
時

代
の
祉
舎
を
鳥
敵
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
は
、
昨
今
、
新
し
い
歴
史
皐
と
し

て
注
目
さ
れ
て
い
る
祉
曾
史
の
手
法
に
似
て
い
る
。
氏
の
研
究
に
は
、
時
代
区

分
論
の
よ
う
な
華
々
し
き
は
な
い
が
、
貴
重
な
研
究
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
こ

の
よ
う
な
手
法
に
よ
る
研
究
の
深
化
が
望
ま
れ
る
。

は
じ
め
編
集
部
か
ら
書
評
の
依
頼
を
受
け
た
と
き
、
私
に
氏
の
研
究
を
理
解

で
き
る
だ
け
の
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
危
倶
し
た
が
、
本
書
を
讃
み
終
え
、
時
H

に
多
く
の
こ
と
を
皐
び
得
た
。
そ
の
皐
恩
に
感
謝
し
、
筆
を
捌
く
。

一
九
八
九
年
三
月
京
都
同
朋
合

A
五
剣
五
二
九
頁
一
五

0
0
0園

831 

福
井
重
雅
著

漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究

畠

健

之

回

中
園
の
官
僚
制
度
は
、
世
界
史
上
他
に
類
を
み
な
い
高
度
の
愛
遣
を
遂
げ

た
。
そ
し
て
そ
の
要
因
の

一
つ
と
し
て
、
人
材
を
選
抜
し
官
僚
と
し
て
任
用
す

る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
官
吏
登
用
制
度
が
こ
れ
ま
た
高
度
な
護
国
院
を
み
せ
た
こ

と
が
翠
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
中
園
の
官
吏
登
用
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
内
外
と
も
に
数
多
く
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の

多
く
は
貌
菅
南
北
朝
の
九
品
官
人
法
と
階
唐
以
降
清
末
に
至
る
科
翠
と
に
集
中

し
て
お
り
、
反
面
そ
れ
ら
の
基
本
的
骨
格
を
形
作
っ
た
と
も
い
え
る
漢
代
の
登

用
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
陸
系
的
包
括
的
な
解
明
を
試
み
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど

皆
無
に
等
し
い
紋
態
で
あ
る
。
著
者
福
井
重
雅
氏
の
摩
位
論
文
〈
早
稲
田
大

皐
)
で
あ
る
本
書
の
目
的
は
、
以
上
の
よ
う
な
朕
況
に
鑑
み
、
漢
代
の
官
吏
登

用
制
度
に
つ
い
て
組
合
的
か
つ
個
別
的
な
考
察
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
研
究
上
の
空
白
を
埋
め
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
目
的
を
有
す
る
本
書
は
、

第

一
章
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
概
観

第
二
章

賢

良

・
方
正
の
成
立

第
三
章

賢

良

・
方
正
の
運
営

第
四
章
漢
代
の
察
牽
制
度
と
政
治
腫
制
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の
四
章
各
五
節
か
ら
成
り
、
全
陸
と
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
あ
る
盟
系
的
な
構

成
や
叙
述
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
書
の
骨
子
と
な
っ
た
既
設
表
の
論
文
に

つ
い
て
も
、
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
を
ふ
ま
え
た
改
訂
補
正
.が
な
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
意
味
で
木
書
は
資
質
的
な
書
き
お
ろ
し
と
い
え
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
本
書
で
あ
る
だ
け
に
、
書一評
と
し
て
は
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
で
は
あ
る
が
、
そ
の
縛
成
に
従
っ
て
内
容
の
概
略
を
紹
介
し
つ
つ
、
併
せ
て

若
干
の
批
評
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一

一挙
で
は
序
論
的
に
漢
代
の
登
用
制
度
全
般
に
わ
た
る
概
槻
が
行
な
わ
れ

る
。
第

一
節
「
察
翠
と
僻
召
」
は
、

漢
代
の
官
吏
登
用
制
度
は
、
文
献
通
考
の

妓
語
に
略
述
さ
れ
る
よ
う
に
「
選
穆
」
と
「
跨
召
L

と
の
二
途
に
大
別
で
、
き
る

と
し
た
う
え
で
、
前
者
の
「
選
製
」
は

一
般
的
に
中
央

・
地
方
の
長
官
に
よ
る

一
定
の
資
格
に
該
賞
す
る
人
材
の
選
出
血
争
用
の
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
孝

燦

・
茂
才
に
代
表
さ
れ
る
定
期
間
選
準
と
し
て
の
常
科
(
常
穆
)
と
、
賢
良
・

方
正
に
代
表
さ
れ
る
不
定
期
的
選
怒
と
し
て

の
制
科
(
制
第
)
と
が
あ
る
。
こ

れ
ら
「
選
傘
」
の
稽
謂
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
郷
穆
里
遺
」
が
用
い
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
周
制
の
理
想
化
と
関
わ
る
用
語
で
あ
り
、
従
っ
て
必
ず
し
も
漢
代
濁
自

の
制
度
を
表
現
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
間
代
の
選
患
の
上
意
下
達
的

性
絡
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
「
察
摩
」
に
こ
そ
特
色
が
あ
る
。
一
方
後
者
の

「辞
召
」
は
、
前
哨
出
土
木
に
出
現
し
後
漢
に
入
っ
て
確
立
す
る
人
材
誘
致
の
法
で

あ
る
が
、
こ
の
際
召
も
推
薦
の
貫
税
と
い
う
黙
で
蹟
義
の
察
血
中
と
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
る
。

以
上
の
察
摩
と
僻
召
と
の
二
大
別
を
う
け
て
、
第
二
節
「
孝
康
に
よ
る
察
翠

の
諸
相
」
と
第
三
節
「
孝
際
に
よ
る
察
翠
の
運
営
と
廉
吏
」
は
、
察
奉
の
一
方

を
代
表
す
る
常
科
と
し
て
の
孝
燦
の
大
要
を
概
観
す
る
。
ま
.
す
そ
の
科
名
と
後

漢
期
の
制
度
改
正
の
問
題
に
つ
い
て
。
孝
肢
の
科
名
を
め
ぐ
っ
て
は
い
わ
ゆ
る

服
吏
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
著
者
は
雨
者
が
相
互
に
異
な
る
科
目
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
孝
康
の
科
名
は
、
儒
家
的
徳
目
H
孝
と
法

家
閏
徳
目
リ
燦
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
も
の
で
、
科
名
そ
れ
自
慢
に
内
在
す
る

そ
う
し
た
儒
法
一
種
の
性
格
は
、
後
漢
中
期
の
三
つ
の
制
度
改
正
の
う
ち
の
一

つ
課
試
制
に
お
い
て
、
諸
生
に
制
到
す
る
家
法
、
文
吏
に
糾
問
す
る
股
奏
と
い
う
二

系
統
の
試
験
が
究
施
さ
れ
た
こ
と
に
具
陸
化
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
孝
阪
祭
事

は
、
従
来
指
摘
さ
れ
る
儒
家
的
性
格
の
み
な
ら
ず
、
法
家
的
な
官
吏
選
抜
法
の

要
素
を
も
帯
同
し
て
い
た
と
述
べ
る
。
ま
た
後
漢
期
の
制
度
改
正
の
他
の
二
つ

は
、
ま
ず
和
一帝一永
元
五
年
(
九
一
一
一
)
頃
に
郡
閣
の
人
口
二
十
薦
人
に
つ
き
一
人

と
い
う
人
口
比
率
に
よ
る
定
員
化
が
岡
ら
れ
た
こ
と
、
残
る
一
つ
は
後
漢
初
め

頃
か
ら
孝
燦
の
老
若
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
結
果
、
順
帯
一
期
に
至
っ
て
年
齢
制

限
が
設
け
ら
れ
、
受
験
資
格
を
四
十
歳
以
上
と
す
る
規
定
が
明
文
化
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
定
員
改
正
に
よ
っ
て
毎
年
二
百
名
前
後
の
孝
康
が
推

回
申
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
孝
康
出
身
者
の
過
剰
化
と
い
う
問
題
を
生
ぜ
し
め
た

と
指
摘
す
る
。
つ
ぎ
に
孝
康
察
患
の
有
資
格
者
と
被
察
患
者
の
範
囲
に
つ
い

て
。
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
察
翠
の
有
資
格
者
は
、
原
則
と
し

て
郡
図
の
守
相
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
際
服
喪
中
及
び
試
守
期
開
中
の

守
相
に
つ
い
て
は
そ
の
察
翠
権
が
停
止
乃
至
保
留
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
察
翠

権
限
及
び
職
務
が
郡
園
と
い
う
行
政
単
位
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
長
官
た

る
守
相
自
身
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
そ
の
純
闘
が
郡

園
豚
等
地
方
官
聴
の
下
級
官
吏
も
し
く
は
在
野
無
官
の
人
物
に
限
定
さ
れ
て
い

た
と
い
う
理
解
が
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
被
察
患
者
に
つ

い
て
、
よ
り
具
随
的

に
は
科
名
の
二
面
性
、
課
試
の
二
科
目
制
と
封
簡
略
す
る
形
で
、
下
級
官
吏
H
郡
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の
功
曹
、
在
野
無
官
者
H
H
諸
生
と
特
定
で
き
、
こ
こ
に
も
孝
廉
制
に
内
在
す
る

儒
法
ニ
要
素
が
表
出
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
廉
吏
察
奉
に
つ
い
て
は
、
察
奉

者
及
び
被
察
闘
筆
者
に
関
す
る
演
口
重
園
設
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
廉
吏
察

鵬
苧
が
寅
質
的
に
前
漢
期
の
登
用
法
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
法
術
的
貿
務
官
僚

の
登
用
を
ね
ら
い
と
し
た
こ
と
、
等
が
論
じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
著
者
は
、
孝

廉
察
翠
と
い
わ
ゆ
る
郎
選
と
の
結
合
に
関
し
て
、
孝
擬
制
の
成
立
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
中
央
と
地
方
と
を
直
結
す
る
統
一
王
朝
の
政
治
睦
制
が
質
現
し
た
こ

と
、
増
淵
龍
夫
氏
の
指
摘
と
関
連
し
て
公
的
な
人
材
登
用
と
私
的
な
家
産
官
僚

的
要
素
と
が
未
分
化
の
ま
ま
混
在
し
て
い
た
こ
と
の
こ
黙
が
重
親
さ
れ
る
と
述

べ
ら
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
ま
さ
し
く
孝
康
制
の
特
質
に
関
わ
る
が
、
そ
れ
だ
け

に
改
め
て
孝
康
制
成
立
以
前
の
人
事
行
政
面
で
の
中
央
と
地
方
と
の
関
係
は
ど

う
で
あ
っ
た
の
か
、
増
淵
氏
の
い
う
郎
官
の
戟
園
官
僚
的
性
格
は
漢

一
代
を
、通

し
て
存
績
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
貼
の
再
考
察
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
孝
時
間

察
翠
の
権
限
及
び
そ
の
職
務
が
守
相
個
人
に
求
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
勃
も
、

そ
こ
に
孝
廉
制
の
一
つ
の
特
質
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
今
後
の
考
究
が
望
ま

れ
る
。第

四
節

「
茂
才
に
よ
る
推
翠
の
輪
郭
」
は
一
般
に
孝
康
と
併
稽
さ
れ
る
茂
才

察
翠
の
概
観
で
あ
り
、
武
帝
元
封
五
年
(
前
一

O
六
)
に
創
設
さ
れ
る
茂
才
察

翠
は
、
そ
の
蛍
初
か
ら
制
科
と
常
科
と
の
雨
面
を
併
せ
有
し
て
い
た
こ
と
、
後

漢
に
入
る
と
制
科
的
な
公
府
茂
才
と
常
科
的
な
光
藤
茂
才
及
び

「
州
製
茂
才
」

と
の
三
科
目
よ
り
成
り
、

後
者
の
茂
才
察
翠
は
賓
質
的
に
孝
肢
に
制
到
す
る
加
上

的
選
翠
で
あ
り
、
か
つ
考
課
的
側
面
を
も
有
し
て
い
た
こ
と
、
等
茂
才
察
翠
の

多
面
性
、
複
雑
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

第
五
節
「
賢
良

・
方
正
に
お
け
る
科
名
の
問
題
」
は
、
察
翠
の
も
う
一
つ
の

柱
で
あ
り
、
か
つ
本
書
の
主
題
と
も
な
っ
て
い
る
賢
良
・
方
正
な
ど
の
制
科
に

つ
い
て
、
次
章
以
下
で
の
考
察
の
前
提
と
し
て
、
賢
良
と
方
正
と
を
各
々
濁
立

し
た
一
科
と
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
前
漢
宣
帯
期
頃
を
契
機
と
し
て
賢
良
か
ら
方

正
へ
の
比
重
の
鱒
換
が
生
じ
、
そ
の
結
果
後
漢
で
は
方
正
察
奉
が
盛
行
し
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
第
化
の
背
景
要
因
は
不
明
の
よ
う
で
今
後
の

課
題
と
さ
れ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
本
書
で
は
賢
良
・
方
正
の
制
科
が
主
題
と
な
っ
て
お

り
、
第
二
輩

・
第
三
章
及
び
第
四
季
の
一
部
が
そ
の
考
察
に
あ
て
ら
れ
る
。
ま

ず
第
二
章
で
は
こ
の
制
度
の
成
立
と
そ
の
沿
革
及
び
制
度
上
の
基
本
的
な
諸
貼

が
考
究
さ
れ
る
。
第
一
節
「
賢
良
・
方
正
の
形
成
」
は
、
賢
良
・
方
正
な
ど
の

制
科
は
、
文
需
が
高
租
の
示
し
た
賢
人
登
用
の
理
念
と
方
法
を
制
度
化
す
る
形

で
は
じ
ま
る
が
、
そ
の
嘗
初
は
多
分
に
流
動
的
で
未
成
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
宣
脅
期
を
契
機
と
し
て
天
漢
地
異
に
針
廃
す
る
た
め
の
人
材
登
用
と
い

う
要
素
が
主
流
と
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
察
翠
有
資
格
者
の
範
閣
の
定
制
化
、

被
察
奉
者
の
資
格
及
び
定
員
の
固
定
化
な
ど
制
度
的
な
整
備
が
園
ら
れ
、
そ
し

て
後
漢
に
入
っ
て
登
用
法
の
重
要
な
柱
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か

に
す
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、
制
科
が
確
立
し
て
く
る
宣
帯
期
に
は
漢
朝
の
政
治

睦
制
や
思
想
の
面
で
大
き
な
繁
化
の
動
き
が
顕
在
化
し
て
く
る
が
、
そ
れ
が
制

科
を
は
じ
め
と
す
る
登
用
制
度
の
確
立
の
動
き
や
性
格
と
も
大
き
く
絡
ん
で
い

る
と
す
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
と
く
に
制
科
の
制
度
的
確
立
の
背
景
要
因
に
つ

い
て
は
明
確
な
解
答
を
示
さ
れ
ず
、
た
だ
儒
皐
の
出
現
質
や
災
異
思
想
の
舗
趨
と

の
密
接
な
関
連
が
想
定
で
き
る
と
述
べ
る
に
止
ま
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
制

科
の
性
格
後
化
の
説
明
に
は
な
っ
て
も
、
制
度
そ
れ
自
陸
の
整
備
確
立
の
背
景

た
り
え
る
の
か
や
や
疑
問
と
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
賢
良
・
方
正
と
い
う
制
科
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の
制
度
的
確
立
の
背
景
要
因
に
焦
貼
を
お
い
た
今
後
の
問
題
迫
求
の
深
化
が
望

ま
れ
る
。

第
二
節

「察
傘
の
有
資
格
者
と
被
察
翠
者
」
で
は
、
賢
良

・
方
正
制
度
の
核

と
な
る
察
摩
の
主
践
と
客
箆
と
が
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
察
患
の
有
資
格
者
の
範

図
に
つ
い
て
。
原
則
と
し
て
前
後
漢
と
も
三
公
・
九
卿
・
郡
図
の
守
相
を
包
蕗

す
る
最
高
官
僚
居
を
そ
の
母
陸
と
し
て
い
た
。
そ
の
下
限
が
郡
園
の
守
相
に
置

か
れ
た
の
は
、
有
資
格
者
の
範
聞
の
無
制
限
な
扱
大
の
防
止
と
い
う
制
度
や
組

織
の
存
立
維
持
に
あ
っ
た
が
、
同
時
に
孝
康
制
に
お
け
る
守
相
へ
の
察
母
権
の

限
定
と
併
せ
、
漢
代
の
官
吏
登
用
制
度
に
お
け
る
郡
園
の
重
親
、
そ
れ
へ
の
依

存
が
窺
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
被
察
者
の
範
囲
は
、
前
漢
で
は
史
料
上
秩
千
石
か

ら
百
石
程
度
に
至
る
幅
庚
い
現
任
官
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
者
(
退
官
者
・
菟
官

者
)
と
さ
れ
て
い
た
。

一
方
後
政
に
入
る
と
全
陸
と
し
て
低
秩
化
し
、
し
か
も

も
っ
ぱ
ら
郡
園
の
小
吏
腐
が
主
な
針
象
と
な
っ
て
く
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
で
後
撲
で
は

一
般
庶
民
察
患
の
事
例
が
検
索
さ
れ
る
が
、

こ
の
鈷

に
つ
い
て
の
著
者
の
結
論
は
ひ
と
ま
ず
留
保
さ
れ
、
そ
れ
と
密
接
に
絡
む
察
患

の
僻
退
の
問
題
か
つ
ぎ
に
考
察
さ
れ
る
。

第
三
節

「察
翠
と
そ
の
僻
退
」
は
、
後
漢
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
察
怨
の
僻

退
と
い
う
現
象
は
、
察
訟
の
際
の
徴
命
が
一
方
的
に
夜
勤
さ
れ
る
上
一意
下
達
的

命
令
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
察
翠
と
い
う
そ
の
一
事
の
み
が
重
要
な

意
味
を
も
っ
て
き
た
結
果
、
被
察
加
申
者
の
現
貨
の
針
路
如
何
に
関
わ
り
な
く
自

動
的
に
蛍
一該
科
名
が
付
輿
さ
れ
る
と
い
う
、
後
撲
の
選
服
申
の
論
理
的
構
造
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
察
傘
の
僻
退
は
、
察
患
の
運
営
上
に
選
翠
僻

召
諸
科
目
閲
の
上
下
度
の
願
在
化
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
上
位
の
察
患
を
受

け
る
に
は
そ
れ
よ
り
下
位
の
察
患
の
過
程
を
経
由
し
て
お
く
こ
と
が
暗
歎
の
前

提
と
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
前
節
で
結
論
が
留
保
さ
れ
て
い
た
、
後
漢
期
に

お
け
る
被
察
傘
者
の
範
閣
に
無
位
無
官
の
庶
民
を
含
み
得
る
か
と
い
う
駄
に
つ

い
て
、
以
上
の
考
察
に
よ
り
そ
の
可
能
性
を
否
定
し
、
そ
れ
が
そ
れ
以
前
で
の

察
患
と
そ
れ
の
辞
退
と
を
経
験
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
結
論
さ
れ
る
。
さ
て

著
者
は
本
節
の
注
に
お
い
て
、
上
位
察
奉
の
た
め
の
下
位
察
翠
経
験
の
前
提
化

と
い
う
著
者
の
主
張
を
批
判
し
た
西
川
利
文
氏
の
研
究
へ
の
反
批
剣
を
行
な

い
、
表
現
を
一
部
-
訂
正
し
つ
つ
改
め
て
自
設
の
安
蛍
性
を
主
張
さ
れ
る
。
こ
の

貼
に
つ
い
て
は
西
川
氏
が
最
近
本
書
を
う
け
て
再
度
批
判
刊
を
試
み
ら
れ
て
い
る

(「
漢
代
田
叶
召
制
の
確
立
」
鷹
陵
史
阻
平
日
)
。
い
ま
そ
の
是
非
を
論
じ
る
こ
と
は

し
な
い
が
、
た
だ
著
者
が
西
川
氏
の
批
判
を
傘
重
す
る
形
で
「
不
可
歓
の
前

提
」
か
ら
「
暗
歎
の
前
提
」
へ
と
そ
の
表
現
を
改
め
ら
れ
た
駄
に
つ
い
て
、
そ

れ
は
畢
な
る
表
現
の
訂
正
に
止
ま
ら
な
い
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
つ
ま
り
「
不
可
飲
の
前
提
」
で
あ
る
限
り
そ
れ
は
制
度
上
の
問
題

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
暗
駄
の
前
提
」
と
な
る
と
制
度
そ
れ
自
陸
を
離
れ
、
新

た
な
次
元
で
何
故

「
暗
歎
」
と
さ
れ
た
の
か
と
い
う
背
景
あ
る
い
は
そ
の
意
味

を
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
四
節
「
察
翠
に
お
け
る
針
策
」
と
第
五
節
「
察
翠
と
針
策
の
高
第
」
は
、

祭
器

e

に
お
け
る
針
策
の
問
題
を
検
討
す
る
。
賢
良

・
方
正
な
ど
の
制
科
に
お
い

て
は
、
皇
帝
の
諮
問
へ
の
封
策
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
際
皇
帝
の
諮

問
は
ま
さ
し
く
策
警
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
一
方
針
策
に
あ
っ
て
は
遮
守
す
べ
き

書
式
上
の
陸
例
が
定
制
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
形
で
制
科
の
察
翠
と
策
書

と
が
結
び
附
い
た
要
因
と
し
て
、
そ
も
そ
も
策
書
は
王
の
相
官
綱
を
級
離
し
祝
告

す
る
祭
儀
の
文
書
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
天
戒
に
封
す
る
天

子
個
人
の
線
災
新
一
階
の
性
格
を
も
っ
て
出
現
し
た
賢
良
・
方
正
な
ど
の
察
奉
と

容
易
に
結
び
附
き
得
た
こ
と
が
翠
げ
ら
れ
る
。
そ
の
反
面
、
こ
れ
だ
け
重
視
さ

れ
た
察
穆
に
お
け
る
針
策
の
成
績
評
債
と
、
被
察
患
者
の
そ
の
後
の
就
官
と
に
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は
制
度
的
な
規
準
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
一
種
の

無
意
味
性
は
如
何
に
解
四
押
す
べ
き
な
の
か
。
著
者
は
そ
こ
に
察
穆
制
度
の
性
格

や
特
色
を
解
明
す
る
鍵
が
潜
ん
で
い
る
と
し
、
次
章
以
下
の
考
察
を
展
開
す
る
。

四
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第
三
章
は
賢
良
・
方
正
制
度
の
施
行
情
況
や
質
施
規
準
の
細
則
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
第
一
節
「
察
翠
制
度
の
諸
相
」
で
は
、
漢
代
の
察
翠
制
度
の
特
質
と

し
て
、
常
科
と
制
科
と
を
問
わ
ず
原
則
的
に
察
奉
と
い
う
形
式
と
針
策
の
有
無

の
み
が
と
く
に
重
要
視
、
紹
制
到
観
さ
れ
た
貼
が
改
め
て
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
共

通
す
る
面
の
多
い
唐
代
の
郷
貫
制
度
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
代
の
そ

れ
が
い
わ
ゆ
る
「
投
牒
自
筆
」
の
自
薦
を
基
本
と
す
る
皐
力
試
験
制
度
と
い
う

特
色
を
も
つ
の
に
刑
判
し
、
漢
代
の
察
翠
制
度
は
あ
く
ま
で
官
府
や
郡
園
の
推
薦

を
紹
封
観
す
る
、
い
わ
ば
他
薦
に
よ
る
貢
士
制
度
を
特
質
と
し
て
い
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
。
察
撃
の
紹
劉
親
を
漢
代
の
登
用
法
の
特
質
と
す
る
こ
と
に
は
何

ら
異
議
は
な
い
。
し
か
し
本
書
で
は
こ
れ
よ
り
前
に
も
後
に
も
何
故
そ
う
で
あ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
明
確
な
言
及
が
見
蛍
ら
な
い
。
察
血
苧
が
官
僚
選
抜
の
方

法
で
あ
る
限
り
、
そ
の
紹
封
視
の
裏
に
は
漢
代
の
官
吏
登
用
制
度
全
陸
を
貫
く

制
度
的
意
圏
、
乃
至
は
園
家
の
支
配
意
志
と
い
っ
た
も
の
を
看
取
す
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
何
故
漢
代
の
察
牽
制
度
は
察
翠
そ
れ
自
践

の
紹
封
頑
と
い
う
特
質
を
も
つ
の
か
の
考
究
が
望
ま
れ
る
。

第
二
節
「
官
僚
制
度
と
官
秩
」
と
第
三
節
「
察
掌
に
よ
る
昇
進
の
基
準
」

は
、
賢
良
・
方
正
な
ど
の
制
科
に
お
け
る
昇
進
・
縛
任
の
基
準
と
い
っ
た
運
営

上
の
問
題
を
、
官
僚
制
度
全
般
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
官
僚
制

度
と
官
秩
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
漢
末
か
ら
後
漢
に
か
け
て
十
五
等
級
の
官

秩
に
分
類
さ
れ
て
い
た
官
僚
機
構
は
、
さ
ら
に
①
一
秩
高
石
|
比
二
千
石
の
最
高

官
秩
層
、
②
秩
千
石
i
比
六
百
石
の
上
級
官
秩
層
、
③
秩
四
百
石
|
比
二
百

石
の
下
級
官
秩
層
、
@
秩
百
石
以
下
の
最
下
級
官
秩
屠
の
四
階
層
に
区
分
さ

れ
、
各
々
に
資
格
や
待
遇
上
の
格
差
が
あ
っ
た
。
と
く
に
そ
の
格
差
は
②
と
③

と
の
閥
、
つ
ま
り
比
六
百
石
と
四
百
石
と
の
聞
に
願
者
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に

漢
代
の
官
僚
機
構
は
秩
六
百
石
を
基
準
と
し
て
そ
の
上
下
に
大
別
さ
れ
て
い
た

と
す
る
。
つ
ぎ
に
前
章
第
二
節
で
の
考
察
結
果
を
ふ
ま
え
て
察
掌
の
基
準
が
問

題
と
さ
れ
る
。
最
高
官
僚
層
を
有
資
格
者
と
し
て
行
な
わ
れ
る
賢
良
・
方
正
の

察
奉
は
、
前
漠
時
代
の
制
度
草
創
期
の
過
渡
的
現
象
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
除

く
と
、
主
流
は
秩
四
百
石
以
下
の
下
級
官
僚
層
を
被
察
奉
者
と
し
て
、
容
易
に

は
越
え
難
い
秩
六
百
石
の
壁
を
越
え
て
そ
れ
ら
を
秩
千
石
以
下
比
六
百
石
ま
で

の
い
わ
ゆ
る
上
級
官
僚
層
に
抜
擢
昇
進
さ
せ
る
登
用
法
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

制
科
に
よ
る
察
奉
は
、
前
途
に
お
け
る
官
位
の
多
様
性
な
ど
の
粘
か
ら
み
て
、

首
時
の
選
摩
科
目
の
様
々
の
要
素
を
部
分
的
に
掻
取
し
集
大
成
し
た
制
度
で
あ

っ
た
。
概
略
こ
う
し
た
著
者
の
制
科
察
翠
に
つ
い
て
の
理
解
に
射
し
て
は
、
さ

き
に
秩
六
百
石
の
上
下
を
昇
進
上
の
障
壁
と
は
い
え
な
い
と
す
る
紙
屋
正
和
氏

の
批
判
が
あ
る
。
本
書
で
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
大
筋
で
は
そ
の
批
剣
を
斥
け

な
が
ら
も
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
功
次
に
よ
る
秩
六
百
石
以
上
へ
の
昇
進
の
可
能

性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
功
次
に
よ
る
昇
進
す
ら
不
可

能
で
あ
っ
た
二
百
石
の
障
壁
〈
大
庭
倫
氏
「
漢
代
官
吏
の
僻
令
に
つ
い
て
」
な

ど
)
と
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
六
百
石
の
壁
と
は
そ
れ
ら
が
も
っ
意
味
合
い

が
異
な
っ
た
も
の
と
な
り
、
そ
れ
は
ひ
い
て
は
各
々
の
壁
で
機
能
す
る
孝
康
と

賢
良
・
方
正
と
の
察
摩
制
度
と
し
て
の
質
の
相
違
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
駐
さ
き
に
指
摘
し
た
前
章
第
三
節
で
の
問
題
と
と
も
に
、

著
者
の
批
剣
を
隼
重
し
て
の
い
わ
ば
ト
l
ン
ダ
ウ
ン
が
新
た
な
問
題
を
生
み
出

し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
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第
四
節
「
察
摩
制
度
と
爵
制
」
で
は
、
以
上
二
節
の
考
察
を
ふ
ま
え
、
か
っ

そ
れ
を
補
強
す
る
形
で
、
制
科
に
よ
る
秩
六
百
石
以
上
へ
の
昇
進
が
被
察
翠
者

に
と
っ
て
如
何
な
る
一
意
味
を
も
つ
の
か
が
、
田
町
制
と
の
関
連
で
検
討
さ
れ
る
。

兵
鐙
的
に
は
、
政
園
以
来
濁
自
の
形
成
・
設
展
の
途
を
た
と
っ
て
き
た
官
制
と

爵
制
に
つ
い
て
は
漢
代
に
入
っ
て
雨
者
の
矛
盾
が
次
第
に
顕
在
化
し
て
き
た
た

め
の
調
整
が
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
官
秩
六
百
石
と
爵
位
第
九
級
五
大
夫
と
の
針

際
に
よ
っ
て
雨
者
は
結
び
附
く
こ
と
と
な
っ
た
。
従
っ
て
制
科
に
よ
る
秩
六
百

石
以
上
へ
の
昇
進
は
、
皐
な
る
官
制
上
の
壁
の
突
破
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
ま
で

の
民
爵
的
秩
序
を
院
し
、
究
極
に
お
い
て
列
侯
へ
と
連
な
る
爵
制
的
秩
序
の
上

層
部
へ
の
参
入
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
に
伴
い
躍
制
上
の
祭
器

や
刑
法
上
の
特
典
が
奥
え
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
上
の
著
者
の
考

察
と
そ
の
結
論
は
大
綾
興
味
深
く
、
そ
れ
だ
け
に
不
明
と
さ
れ
る
秩
六
百
石
と

爵
五
大
夫
と
の
釘
態
理
由
の
解
明
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
理
解
が
安
蛍

で
あ
る
な
ら
ば
、
制
科
の
意
義
は
昇
進
期
間
の
短
縮
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
爵
制
と
の
絡
み
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
五
節
「
至
孝
と
有
道
の
察
穆
」
は
、
以
上
の
制
科
に
つ
い
て
の
研
究
を
補

足
す
る
意
味
か
ら
、
後
漢
に
入
っ
て
成
立
す
る
制
科
の
二
つ
の
科
目
、
至
孝
と

有
道
と
を
取
り
翠
げ
る
。
結
論
と
し
て
、
こ
の
爾
科
は
察
翠
の
有
資
格
者
(
一一一

公

・
九
卿
・
守
相
)
、

察
翠
の
不
定
期
性
、
針
策
の
義
務
化
な
ど
か
ら
い
っ
て

制
科
の
察
翠
で
あ
る
が
、
一
方
郎
中
へ
の
任
官
と
い
う
孝
擬
制
と
の
共
通
性
も

併
せ
も
ち
、
そ
れ
だ
け
に
制
科
と
常
科
と
の
折
衷
的
制
度
で
あ
っ
た
と
す
る
。

ま
た
そ
の
創
設
の
理
由
と
し
て
、
就
官
希
望
者
へ
の
機
舎
の
機
大
が
あ
っ
た
と

述
べ
る
。

五

第
四
章
で
は
、
以
上
三
一一
章
を
総
括
す
る
研
究
と
し
て
、
賢
良
・
方
正
に
代
表

さ
れ
る
察
傘
制
度
が
漢
代
の
政
治
や
祉
舎
に
お
い
て
如
何
な
る
意
義
や
特
質
を

有
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
関
心
を
中
心
に
、
そ
の
他
昨
召
制
の
問
題
、
あ
る

い
は
九
品
官
人
法
の
諸
問
題
な
ど
が
追
求
さ
れ
る
。
第
一
節
「
賢
良
・
方
正
に

よ
る
察
準
の
性
格
」
と
第
二
節
「
前
漢
に
お
け
る
賢
良
・
方
正
の
特
色
」
は
本

章
の
主
題
を
考
察
す
る
。
賢
良
・
方
正
察
翠
で
は
察
翠
の
有
資
格
者
が
「
公

卿
」
、
一
方
被
察
穆
者
が
「
土
大
夫
」
と
い
う
別
稽
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
タ

い
が
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
各
々
具
盤
的
責
態
を
反
映
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に

漢
代
の
察
翠
制
度
は
、
質
際
に
「
公
卿
」
が
「
土
」
た
る
被
察
翠
者
を
「
大

夫
」
の
身
分
へ
抜
擢
す
る
制
度
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
う

し
た
察
翠
制
度
は
、
官
制
上
の
印
綬
や
費
献
の
制
度
と
相
侯
っ
て
周
代
の
貢
士

制
度
の
理
念
が
具
陸
化
、
法
制
化
さ
れ
た
制
度
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
周
代
的
理
念
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
た
裏
に
は
、

ω周
代
を
規
範
と
す
る

漢
初
の
復
古
同
時
代
思
潮
、

ω戟
園
以
来
の
任
侠
的
習
俗
に
も
と
づ
く
養
士
の

気
風
の
残
存
、

ω周
以
来
の
「
土
大
夫
」
の
子
孫
の
官
僚
居
へ
の
吸
枚
再
編
成

の
意
闘
、
と
い
っ
た
漢
初
の
政
治
情
況
や
時
代
背
景
が
想
定
で
き
る
。
し
か
し

同
時
に

ωは
察
穆
猪
蛍
官
吏
の
行
政
措
蛍
能
力
の
評
債
、
園
家
に
よ
る
言
論
思

想
調
査
及
び
そ
の
統
制
、

ωは
私
的
人
材
登
用
の
否
定
と
そ
れ
の
園
家
へ
の
一

元
化
、

ωは
政
府
内
部
に
お
け
る
官
僚
の
貴
族
化
の
打
破
解
消
、
と
い
う
よ
う

に
中
央
集
権
盟
制
の
確
立
と
い
う
極
め
て
漢
時
代
的
な
要
素
と
表
一
一
袋
一
陸
化
し

て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
漢
代
の
察
穆
制
度
は
一
面
で
は
周
代
の
貢
士
制
度
や
向

賢
思
想
を
理
念
的
な
背
景
と
し
、
他
面
で
は
皇
一
帝
支
配
に
よ
る
中
央
集
権
睦
制

の
確
立
を
目
的
と
し
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た
即
時
代
的
制
度
で
あ
っ
た
、
と
述
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べ
ら
れ
る
。
以
上
は
本
書
に
お
け
る
結
論
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
上
記
の
第
三
貼
自
に
つ
い
て
著
者
は
「
『
士
大
夫
』
の
子
孫
を
愛
掘
し
任
官

さ
せ
る
こ
と
を
意
闘
し
た
選
穆
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
は
そ
の
子
孫

の
も
た
ら
し
つ
つ
あ
っ
た
特
権
に
射
し
て
、
新
し
く
と
ら
れ
た
人
材
採
用
の
方

法
で
あ
っ
た
」
(
四
一
二
頁
)
と
述
べ
る
が
、
こ
の
記
述
か
ら
は
停
統
性
と
即

時
代
性
と
を
表
裏
一
種
化
さ
せ
た
要
素
で
は
な
く
、
時
期
と
目
的
と
を
全
く
異

に
し
た
二
つ
の
制
度
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
第
三
貼
か

ら
、
他
の
二
鮎
と
同
様
に
表
裏
一
酸
化
し
た
要
素
を
み
て
と
る
こ
と
に
は
無
理

が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
節
「
後
漢
に
お
け
る
野
召
の
形
成
」
と
第
四
節
「
昨
召
の
性
格
と
機

能
」
は
、
本
来
特
定
の
個
人
を
自
己
の
嫁
厩
に
採
用
す
る
法
で
あ
り
な
が
ら
、

後
漢
に
入
り
制
科
や
常
科
と
並
ぶ
登
用
法
と
な
る
降
召
に
つ
い
て
、
そ
れ
の
特

殊
性
や
問
題
貼
を
考
察
す
る
。
ま
ず
僻
召
の
有
資
格
者
の
範
園
は
、
従
来
考
え

ら
れ
て
い
た
よ
り
も
狭
く
、
中
央
の
公
府
の
長
官
(
貧
質
的
に
は
三
公
)
と
地

方
の
州
刺
史
(
州
牧
〉
と
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
限
定
性
が
い
わ
ゆ
る

僻
召
と
故
吏
の
問
題
を
愛
生
さ
せ
た
。
こ
の
際
召
に
よ
る
任
官
に
お
い
て
「
有

利
な
バ
イ
パ
ス
的
登
用
法
」
と
い
え
る
の
は
、
秩
比
四
百
石
か
ら
比
二
百
石
の

嫁
麗
を
初
任
と
し
、
し
か
も
そ
の
後
高
第
察
撃
に
よ
る
侍
御
史
昇
進
と
い
う
官

途
を
有
し
て
い
た
公
府
の
野
召
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
た
辞
召
が
三
公
と
刺
史

な
ど
に
限
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、
前
漢
末
に
お
け
る
三
公
と
刺
史
の
官
職
と
し

て
の
確
立
が
極
め
て
復
古
的
色
彩
の
強
い
理
念
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、

一
方
ほ
ぼ
同
時
期
に
現
わ
れ
る
辞
召
も
周
制
的
人
材
登
用
の
性
格
を
も
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
跨
召
制
に
は
、
俸
統
的
な
周
代
遺
制

が
理
念
的
に
復
活
再
現
さ
れ
た
官
吏
登
用
法
と
い
う
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
が
、

そ
の
反
面
隊
召
の
結
果
選
任
さ
れ
る
侍
御
史
と
い
う
官
職
の
極
め
て
秦
漢
的
法

術
的
な
性
格
を
み
る
と
き
、
そ
こ
に
中
央
集
権
的
な
要
素
も
ま
た
看
取
で
き

る
、
と
論
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
殿
密
に
み
る
と
、
こ
の
侍
御
史
任
官
と
属
吏
任

用
法
た
る
野
召
と
は
制
度
的
に
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
侍
御
史
の
官
職

と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
降
召
の
そ
れ
を
論
じ
る
こ
と
に
は
多
少
の
不
安
を
鐙

え
る
。
さ
て
さ
き
に
も
紹
介
し
た
西
川
氏
の
最
近
の
研
究
は
こ
の
僻
召
制
を
主

題
と
し
て
お
り
、
蛍
然
本
書
の
僻
召
制
研
究
も
そ
の
組
上
に
載
せ
ら
れ
る
。
こ

こ
で
は
そ
の
詳
細
は
論
じ
得
な
い
が
、
西
川
設
の
特
徴
は
僻
召
制
を
前
漢
初
め

か
ら
全
て
の
官
府
の
長
官
に
認
め
ら
れ
て
い
た
庚
義
の
僻
召
と
、
前
漢
末
に
至

つ
て
は
じ
め
て
官
属
新
設
に
伴
う
僻
召
権
を
嬰
得
し
た
大
司
馬
を
中
心
と
す
る

公
府
に
よ
る
狭
義
の
僻
召
と
の
二
つ
の
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
え
、
後
者

の
狭
義
の
辞
召
た
る
公
府
の
そ
れ
の
み
が
何
故
に
重
視
さ
れ
、
準
登
用
法
化
し

て
い
っ
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
る
粘
に
あ
る
。
そ
こ
で
も
結
果
と
し
て
何
故
に

「
僻
」
字
が
公
府
(
及
び
刺
史
)
の
属
吏
任
用
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
の
か
が

必
ず
し
も
明
確
と
な
り
え
て
い
な
い
。
し
か
し
氏
が
行
論
中
で
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
、
著
者
を
含
め
た
従
来
の
辞
召
制
理
解
で
は
、
等
し
く
廊
吏
を
任
用
す
る

法
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
公
府
の
そ
れ
の
み
僻
召
制
と
し
て
特
殊
な
地
位
が
設

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
十
分
な
設
明
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
周
制
へ
の

俵
託
の
可
否
な
ど
で
結
着
の
つ
く
問
題
で
は
な
い
し
、
ま
た
任
官
の
有
利
性
を

翠
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
司
馬
は
別
と
し
て
も
何
故
前
漢
末
な
の
か
と
い
う
時

期
の
問
題
か
改
め
て
関
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
僻
召
制
の
制

度
内
容
の
定
義
が
何
よ
り
も
求
め
ら
れ
る
。

第
五
節
「
漢
の
察
穆
制
度
か
ら
貌
の
九
品
宮
人
法
へ
」
は
本
書
の
最
終
考
察

で
あ
り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
次
代
へ
の
展
望
、
具
践
的
に
は
九
口
問
官
人
法
の

問
題
が
取
り
奉
げ
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
従
来
の
九
品
官

人
法
研
究
は
そ
の
多
く
が
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
機
構
に
も
と
づ
く
形
で
な
さ
れ
て
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き
た
。
し
か
し
漢
の
祭
怨
制
度
と
の
関
連
を
考
え
る
に
は
そ
の
創
設
蛍
初
、
つ

ま
り
貌
初
の
九
日
間
官
人
法
が
問
題
と
な
る
。
稀
少
な
史
料
か
ら
か
ろ
う
じ
て
復

元
で
き
る
貌
初
の
九
口
問
官
人
法
か
ら
は
、
そ
れ
が
極
め
て
地
方
を
重
視
し
か
っ

優
先
さ
せ
る
登
用
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
性
格
の
登
用

法
が
漢
代
の
選
穆
方
法
に
加
え
て
設
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
背
景
は
次
の
よ
う
で

あ
る
。
従
来
の
汚
渇
分
子
や
反
貌
分
子
排
除
の
た
め
の
資
格
審
査
を
目
的
と
し

た
と
す
る
定
設
的
理
解
は
、
理
論
的
に
も
寅
際
的
に
も
安
世
田
と
は
い
え
な
い
。

そ
も
そ
も
普
操
の
権
力
掌
握
は
辞
召
制
を
最
大
限
に
活
用
す
る
こ
と
で
築
か
れ

た
私
的
結
合
関
係
を
媒
介
と
し
た
面
が
強
く
、
そ
の

一
方
で
民
意
の
掌
握
、
人

心
の
枚
畑
山
が
十
分
に
岡
ら
れ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に

革
命
を
正
晴
固
化
す
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
地
方
を
重
硯
し
か
っ
そ
の
人
材
の
有

放
な
吸
枚
を
困
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
緊
急
か
つ
重
要
な
課
題
の
解
決

と
い
う
意
義
を
捲
っ
た
も
の
が
、
地
方
を
重
視
し
優
先
す
る
登
用
法
、
九
口
問
官

人
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
人
事
楼
を
付
輿
さ
れ
た
親
貌
源
官
僚

を
内
賓
と
す
る
中
正
官
の
波
遣
に
よ
る
、
地
方
と
中
央
と
の
直
結
を
『
過
し
た
中

央
集
権
飽
制
確
立
の
た
め
の
登
用
法
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
最
後
に
著
者

は
、
漢
の
察
翠
制
度
か
ら
郊
の
九
日
間
官
人
法
へ
の
移
行
は
、
い
わ
ば
地
方
一
任

の
閲
接
的
人
選
か
ら
中
央
介
入
の
直
接
的
人
選
へ
の
縛
換
で
あ
っ
た
と
ま
と
め

ら
れ
る
。

ー』

ノ、

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
漢
代
の
官
吏
登
用
制
度
に
関
す
る
は
じ
め

て
の
態
系
的
か
つ
総
合
的
な
研
究
書
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
に

よ
っ
て
、
幅
庚
く
史
料
を
渉
狐
し
か
つ
お
よ
そ
能
う
限
り
の
先
行
業
績
を
ふ
ま

え
た
う
え
で
の
大
胞
か
つ
鍛
密
な
考
査
が
展
開
さ
れ
た
結
果
、
漢
代
の
官
吏
登

用
制
度
の
全
容
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
制
度
の
全

容
が
明
ら
か
に
な
る
に
従
っ
て
、
新
た
な
次
元
で
の
新
た
な
問
題
が
浮
び
上
が

っ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
の
個
別
的
な
問
題
の
二
・
三
に
つ
い
て
は
さ
き
の
紹
介

の
聞
で
指
摘
し
た
が
、
何
よ
り
も
著
者
の
研
究
全
鰻
に
関
わ
る
も
の
は
、
漢
代

の
官
吏
登
用
制
度
の
も
つ
歴
史
的
意
義
の
解
明
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
で

は
、
賢
良

・
方
正
あ
る
い
は
僻
召
に
象
徴
的
に
現
わ
れ
て
い
る
局
制
的
理
念
と

漢
代
的
現
賓
と
の
二
面
性
が
、
登
用
制
度
全
曲
涯
を
貫
く
特
質
で
あ
っ
た
と
繰
り

返
し
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
で
、
漢
代
の
登
用
制
度
が
何
故
そ
う
し

た
二
百
性
を
特
質
と
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
嘗
一
該
一
時
代
に
お
い
て
如
何

な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
、
ま
さ
し
く
歴
史
的
意
義
の
解
明
に
つ

い
て
は
、
本
書
の
中
で
断
わ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
本
書
が
登
用
制
度
の
制
度
的
側
面
の
解
明
に
カ
黙
を
置
い
て
い
る
だ
け
に

致
し
方
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
官
吏
登
用
制
度
が
単
に
人

材
の
裂
掘
登
用
と
い
う
面
に
止
ま
ら
ず
、
結
果
と
し
て
官
僚
制
度
の
寅
態
を
規

定
し
、
ひ
い
て
は
図
家
と
祉
舎
と
の
関
係
の
面
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も

の
で
あ
る
だ
け
に
、
本
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
そ
の
制
度
的
側
面
を
十
分
に
ふ

ま
え
た
う
え
で
の
新
た
な
研
究
の
進
展
が
待
望
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

以
上
で
本
書
の
紹
介
を
終
わ
り
に
す
る
が
、
評
者
の
浅
翠
ゆ
え
の
力
量
不
足

に
よ
っ
て
本
書
の
良
債
、
著
者
の
員
一
意
を
十
分
に
護
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
著

者
及
び
諸
兄
姉
に
深
く
お
わ
び
申
し
上
げ
た
い
。
最
後
に
一
言
。
本
書
の
巻
末

に
は
察
翠
制
度
に
関
す
る
主
要
文
献
目
録
が
附
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
本
論

の
各
注
そ
れ
自
岨
胞
が
関
連
分
野
を
網
羅
し
た
詳
細
な
論
文
目
録
と
し
て
の
性
格

を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
じ
く
各
末
に
附
さ
れ
た
索
引
は
、
本
書
の
と
い
う

よ
り
も
漢
代
の
選
翠
制
度
用
語
索
引
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
目
録

索
引
が
後
進
に
奥
え
る
盆
に
は
測
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
思
惑
を
蒙
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る
一
人
と
し
て
こ
の
場
を
借
り
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

一
九
八
八
年
二
一
月
東
京
創
文
社

A
五
剣
八
五

O
O圏
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森

正
夫
著

明
代
江
南
土
地
制
度
の
研
究

果

成

金

戟
後
、
日
本
の
中
園
史
皐
界
は
、
中
園
史
の
ほ
ぼ
全
分
野
で
飛
躍
的
な
褒
展

を
途
げ
て
来
た
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
明
代
史
の
研
究
は
そ
の
代
表
的
な
例
で

あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
最
近
出
た
森
正
夫
教
授
の
本
書
は
、
こ
う
し
た
明
代
史

分
野
の
設
展
水
準
を
う
か
が
わ
せ
る
大
著
で
あ
る
。

新
中
園
が
成
立
し
た
後
、

日
本
の
中
園
史
皐
界
は
、
中
園
史
を
世
界
史
的
法

則
性
の
中
で
把
揮
す
る
こ
と
を
嘗
面
の
課
題
と
し
て
い
た
。
そ
の
影
響
で
撞
頭

し
た
問
題
の
一
つ
が
、
大
土
地
所
有
者
(
地
主
)
と
直
接
生
産
者
(
佃
戸
)
と

の
生
産
関
係
を
根
嬢
と
し
て
、
宋
代
か
ら
阿
片
戦
争
以
前
の
清
中
期
ま
で
を
本

質
的
に
一
つ
の
時
代
と
見
ょ
う
と
す
る
覗
角
の
普
遍
化
で
あ
る
。
こ
う
し
百
一
腕

角
に
従
っ
た
研
究
に
謝
し
て
は
、
田
中
正
俊
の
「
下
部
構
造
の
み
の
分
析
」
と

い
う
批
判
と
反
省
が
あ
り
、
そ
の
後
に
は
、
下
部
構
造
だ
け
で
な
く
、
園
家
権

力
と
土
地
所
有
関
係
(
園
家
と
農
民
)
ま
で
を
含
む
祉
舎
構
造
な
い
し
圏
家
構

造
を

一つ

の
構
図
で
把
短
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
試
み
ら
れ
た
。
一
九
六

0
年

代
以
後
、
日
本
の
明
清
史
闘
争
界
を
風
擁
し
た
「
郷
紳
的
土
地
所
有
」
論
と
「
郷

紳
支
配
」
論
等
、
い
わ
ゆ
る
「
郷
紳
」
論
は
、
ま
さ
し
く
か
か
る
動
き
の
表
現

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

「
郷
紳
」
論
は
、
地
主
・
佃
戸
制
の
構
造
的
出
変
化
、

商
品
経
済
の
劃
期
的
な
展
開
、
そ
し
て
税
・
役
枚
取
健
制
の
改
革
等
、
政
治
・
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