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か
、
と
い
う
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
黙
に
、
そ

れ
が
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

近
世
日
本
の
封
外
関
係
に
お
い
て
、
一
六
一

=
0年
代
が
大
き
な
歴
史
的
劃
期

で
あ
る
こ
と
は
、
「
鎖
園
」
・
「
海
世
間
」
い
ず
れ
の
用
語
を
支
持
す
る
に
せ
よ
、

大
方
の
異
論
は
な
い
。
も
し
、
本
書
が
日
本
史
の
概
念
に
縛
ら
れ
な
い
濁
自
の

方
法
的
立
場
を
貫
く
な
ら
ば
、

二ハ一一一

0
年
代
の
歴
史
繁
動
が
唐
入
社
舎
に
い

か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
黙
に
つ
い
て
、
著
者
自
身
の
主
張
を
も
っ

と
明
確
に
提
示
す
る
た
め
の
濁
自
の
論
理
構
成
と
叙
述
上
の
工
夫
が
必
要
で
は

な
か
ろ
う
か
。一

九
九
一
年
一

O
月

佐
世
保

親
和
銀
行
ふ
る
さ
と
振
興
基
金
曾

A
五
剣
四
五
二
頁

非
寅
品

〈
附
記
〉

本
書
は
、
書
籍
刊
行
に
よ
る
地
域
社
曾
へ
の
文
化
的
奉
仕
と
い
う
理
念

に
基
づ
い
て
創
刊
さ
れ
た
「
親
和
文
庫
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
二
ハ
放
で
あ

る
。
本
書
の
皐
術
的
償
値
に
つ
い
て
は
、
山
根
幸
夫
氏
が
『
東
方
』
第
一

四
O
放
に
お
い
て
「
長
崎
貿
易
を
知
る
重
要
な
研
究
書
」
と
し
て
、
早
く

か
ら
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
警
は
残
念
な
こ
と
に
限
定
出
版
・

非
賓
口
聞
で
あ
る
た
め
、
研
究
者
の
開
で
も
充
分
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

木
書
の
入
手
を
希
望
さ
れ
る
方
の
た
め
に
、
夜
行
所
の
連
絡
先
を
附
記
し

て
お
く
。佐

世
保
市
島
瀬
町
一

O
番
|
一
一
一
蹴

親

和

銀

行

電
話

(
O九
五
六
〉
|
二
四
|
五

一
一
一
(
代
表
)

鈴
木
智
夫
著

洋
務
運
動
の
研
究

|

|
一
九
世
紀
後
牟
の
中
園
に
お
け
る
工
業
化
と

外
交
の
革
新
に
つ
い
て
の
考
察

l
l

岡

本

司

隆

園
の
内
外
を
問
わ
ず
、
中
園
近
代
史
研
究
に
お
け
る
領
域
の
旗
大
、
テ
ー
マ

の
細
分
化
、
こ
れ
ら
に
伴
う
史
料
の
出
版
や
研
究
成
果
の
量
的
な
精
加
は
、
評

者
一
人
の
嘆
息
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
皐
界
の
動
静
に
ひ
と
と
お
り

通
じ
よ
う
と
す
る
だ
け
で
も
過
重
な
作
業
だ
と
感
じ
せ
し
め
る
ま
で
に
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
一
九
八

0
年
代
初
頭
よ
り
年
を
下
る
に
つ
れ
い
よ
い

よ
願
者
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
と
併
行
し
て
、
個
々
の
研
究
内
容
に
も
関
わ

っ
て
く
る
理
論
枠
組
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
中
園
史
像
の
再
検
討
」

が
牢
ば
最
大
公
約
数
的
な
目
標
の
よ
う
に
唱
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
こ
こ
十

年
来
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
研
究
の
増
大
と
新
た
な
方
法
の
要
求
と
模
索
。
一

見
拳
界
が
活
性
化
し
て
い
る
か
に
思
え
る
こ
う
し
た
現
象
は
、
し
か
し
な
が

ら
、
い
っ
た
ん
そ
の
内
寅
に
踏
み
込
ん
で
み
る
と
、
個
々
の
動
向
の
聞
に
は
聯

闘
が
い
た
っ
て
稀
薄
で
、
い
さ
さ
か
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
空
虚
さ
を

字
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。

中
園
近
代
史
の
研
究
に
お
い
て
、
西
洋
近
代
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
は
、
テ
ー
マ
を
い
か
に
設
定
す
る
か
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
え
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
避
け
て
遜
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
作
業
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
)
西
洋
と
の
交
渉
が
本
格
化
し
始
め
允
一
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九
世
紀
半
ば
以
後
の
、
い
わ
ゆ
る
「
洋
務
運
動
」
の
位
置
づ
け
や
見
方
は
、
そ

れ
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
者
す
べ
て
が
問
わ

れ
る
べ
き
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
文
字
ど
お
り
篤
寅
に
「
洋
務

運
動
」
研
究
を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
鈴
木
智
夫
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
代
表
作

に
書
き
お
ろ
し
の
論
文
を
加
え
て
六

O
O頁
を
超
え
る
大
著
を
上
梓
さ
れ
た
。

現
在
の
拳
界
状
況
に
あ
っ
て
は
、
本
書
は
清
末
、
「
洋
務
運
動
」
の
研
究
と
い

う
狭
い
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
日
本
の
中
園
近
代
史

研
究
全
睡
に
糾
問
す
る
黙
検
・
反
省
の
機
縁
を
輿
え
る
も
の
と
な
り
う
る
。
本
室
田

を
繕
こ
う
と
す
る
者
は
こ
の
機
縁
を
十
分
に
生
か
し
て
い
く
心
構
え
が
何
よ
り

も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「洋
務
運
動
」
に
き
し
て
明
る
く
も
な
い
評
者
が
ひ
と
と
お
り
本
書
を
議
了

し
た
あ
と
ま
ず
感
じ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
の

「
洋
務
運
動
」
研
究
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
こ
の
労
作
へ
の
紛
れ
も
な
い
讃

僻
で
あ
る
と
同
時
に
、
率
直
な
批
剣
の
言
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
所
感
は
現
段

階
で
ど
こ
ま
で
正
鵠
を
射
て
い
る
の
か
、
今
後
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
建
設
的
な

展
撃
を
産
み
出
し
う
る
も
の
な
の
か
、
甚
だ
心
許
な
い
限
り
で
あ
る
が
、
そ
の

根
接
め
い
た
こ
と
を
も
併
せ
て
、
や
や
閏
《
副
理
的
に
述
べ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、

本
書
の
内
容
の
紹
介
か
ら
始
め
よ
う
。
以
下
は
本
書
の
構
成
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
(
節
以
下
は
省
略
、
括
弧
内
は
各
論
文
の
初
出
年
女
)
が
、
ま
さ
し
く
上

に
鯛
れ
た
時
期
で
あ
る

一
九
八

0
年
代
か
ら
ご
く
最
近
ま
で
の
論
考
を
中
核
と

し
て
お
り
、
し
か
も
扱
う
題
材
が
経
済
と
外
交
に
大
き
く
絞
り
込
ま
れ
て
い
る

の
が
鳥
敵
的
に
み
て
と
れ
よ
う
。
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序

説第
一
一
章

洋
務
運
動
研
究
の
親
黙
・
方
法
を
め
ぐ
る
問
題
(
書
き
下
ろ
し
)

第
二
章
洋
務
運
動
研
究
の
現
朕
と
課
題
(
一
九
九
二
年
)

第
一
編
洋
務
滋
の
航
運
業
近
代
化
政
策

第
一
章
草
創
期
招
商
局
の
経
借
戦
略
|
|
一
九
世
紀
七

0
年
代
の
『
申

報
』
の
論
設
の
検
討
|
|
(
一
九
九

O
年〉

第
二
章
近
代
工
業
の
移
値
と
李
鴻
章
l
|
一
八
八
二
年
の
郁
友
糠
宛
書

簡
の
考
察
|
|
(
一
九
八
五
年
〉

第
二
編
洋
務
滋
の
綿
笑
近
代
化
政
策

第
一
章
一
九
世
紀
七

0
・八

0
年
代
の
近
代
綿
業
移
植
論
(
一
九
八
五

年
)

第
二
章
上
海
機
器
織
布
局
の
創
設
過
程
(
一
九
九
一
、
一
九
九
二
年
〉

第
三
章
一
九
世
紀
九

0
年
代
の
中
園
に
お
け
る
綿
美
近
代
化
の
二
つ
の

道
|
|
『
申
報
』
の
論
設
を
中
心
に
|
|
(
書
き
下
ろ
し
〉

第
三
編
洋
務
汲
の
江
新
憲
紙
業
近
代
化
政
策

第
一
章
一
九
世
紀
後
半
の
上
海
の
生
紙
貿
易
(
一
九
八
六
年
〉

第
二
章
一
九
世
紀
七

0
・
八

0
年
代
に
お
け
る
『
申
報
』
の
江
祈
彊
品
川

業
再
建
案
(
一
九
八
七
年
)

第
三
掌
上
海
器
械
製
紙
業
の
成
立
(
一
九
八
O
年
)

第
四
章
無
錫
に
お
け
る
繭
取
引
の
夜
逮
(
一
九
八
一
年
〉

第
五
章
無
錫
に
お
け
る
賀
線
業
の
展
開
(
一
九
八
八
年
〉

附
論

i

辛
亥
革
命
期
に
お
け
る
上
海
製
紙
業
と
製
紙
資
本
家
の
活
動

(
一
九
八
四
年
)

第
四
編
洋
務
汲
の
庚
東
彊
紙
業
近
代
化
政
策

第
一
章
庚
東
器
械
製
紙
業
の
成
立
(
書
き
下
ろ
し
)

第
二
草
草
創
期
庚
東
器
械
製
紙
業
の
経
営
特
質
|
|
『
循
濠
日
報
』
の

「
告
白
」
よ
り
見
る
|
|
(
一
九
八
四
年
)
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第
三
章
一
八
八
一
年
、
庚
東
省
南
海
豚
の
製
紙
工
場
製
撃
事
件
に
つ
い

て
の
一
考
察
(
一
九
八
五
年
〉

第
五
編
洋
務
汲
の
外
交
政
策

第
一
章
不
卒
相
一
寸
篠
約
と
洋
務
滋
(
一
九
八
四
年
〉

第
二
章

中
図
に
お
け
る
圏
構
主
義
的
外
交
論
の
成
立
l
l
l
初
代
駐
日
公

使
何
如
嘩
の
活
動
の
検
討
|
|
(
一
九
七
四
年
)

第
三
章
洋
務
汲
外
交
の
新
展
開
〈
一
九
七
八
年
〉

附
論

E

正
眼
寺
所
蔵
の
清
軍
「
戟
衣
」
の
研
究
||
日
本
に
残
っ
た
准

軍
の

「戟
衣
」
|
|
(
一
九
八
八
年〉

論
(
書
き
下
ろ
し
)

結第

一
編
第

一
章
は
、

一
八
七
二
年
よ
り
七
五
年
に
か
け
て

『
申
報
』
に
掲
載

さ
れ
た
輪
船
招
爾
局
に
闘
す
る
論
説
の
分
析
を
通
じ
て
、
洋
務
波
の
航
運
業
近

代
化
政
策
の
内
貨
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
申
報
』
は
基
本
的

に
は
招
一
商
局
の
存
在
意
義
を
積
極
的
に
み
と
め
、
そ
の
設
展
を
支
持
し
て
い

た
。
し
か
し
他
方
で
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
掛
田
時
の
招
商
局
の
あ
り
方
に

封
し
殿
し
い
批
剣
を
も
敢
え
て
行
っ
て
い
た
。
著
者
は
こ
う
し
た
『
申
報
』

の
議
論
を
利
用
し
て
招
荷
局
の
場
合
に
み
ら
れ
る
洋
務
源
の
考
え
方

・
政
策
を

浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
。
『
申
報
』
の
批
判
は
、
主
と
し
て
経
営
戦
略
へ

の
疑
問
、
お
よ
び
商
人
の
立
場
か
ら
す
る
企
業
の
あ
り
方
に
射
す
る
不
満
に
基

づ
い
て
お
り
、

具
値
的
に
は
、
航
運
利
権
の
回
枚
が
性
急
に
失
し
て
い
る
こ

と、

通
商
港
開
に
招
請
局
船
舶
の
航
行
を
限
定
し
て
い
る
こ
と
、
一
方
的
な
外

園
船
敵
視
は
不
蛍
な
る
こ
と
、
濁
占
志
向
が
濃
厚
に
み
ら
れ
る
こ
と
、
「
官
」

の
介
在
に
よ
っ
て
投
資
家
が
容
易
に
集
ま
ら
な
い
こ
と
、
と
い
う
五
黙
に
亙
っ

て
い
た
。
こ
の
う
ち
著
者
が
と
り
わ
け
注
目
す
る
の
は
第
二
黙
で
あ
る
。
招
一
商

局
が
そ
の
船
舶
を
中
園
の
内
河
や
沿
岸
の
非
通
商
港
に
就
航
さ
せ
ら
れ
な
か
っ

た
要
因
と
し
て
、
守
奮
波
官
僚
や
保
守
的
な
郷
紳
層
、
民
船
業
者
な
ど
に
加

え
、
一

八
七
六
年
嘗
時
の
李
鴻
章
を
除
く
洋
務
波
官
僚
の
大
多
数
ま
で
も
、
こ

れ
に
強
く
反
針
し
て
い
た
事
貨
を
あ
げ
て
い
る
。

第
二
章
は
、

一
八
八
二
年
に
李
鴻
章
が
上
海
道
憂
郁
友
情
叫に
宛
て
た
二
通
の

書
簡
の
内
容
を
分
析
し
て
、
洋
務
仮
の
近
代
化
政
策
全
陸
の
木
質
に
迫
ろ
う
と

し
た
、
小
篇
な
が
ら
も
本
書
の
軸
の
一
つ
を
な
す
論
考
で
あ
る
。
李
鴻
章
は
そ

の
な
か
で
、
上
海
の
中
園
商
人
や
買
緋
が
設
立
し
て
い
た
各
種
の
近
代
企
業
を

中
園
の
企
業
と
し
て
承
認

・
保
護
す
る
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
洋
務
波
の
政
策

を
大
き
く
縛
換
さ
せ
る
、
ぬ
き
ん
で
て
「
開
明
間
な
」
方
針
を
打
ち
出
し
て
い

た
。
し
か
し
、
綿
紡
織
業
・
絹
織
物
業
に
お
い
て
は
、
民
閑
人
に
よ
る
近
代
工

業
の
移
植
を
許
さ
な
い
方
針
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
中
園
の

民
衆
の
生
活
の
上
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
在
来
産
業
の
保
護
に
配
慮
し

た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
李
鴻
一章
の
工
業
化
政
策
は
、
主
要
な
在
来

産
業
の
解
佳
を
阻
み
う
る
範
圏
に
お
い
て
の
み
近
代
的
生
産
様
式
の
導
入
・
移

植
を
進
め
る
と
い
う
、
「
部
分
的
・
限
定
的
・
消
極
的
な
」
近
代
化
を
志
向
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
李
鴻
章
が
小
型
汽
船
の
内
河
就
航
に
つ

き
、
民
営
汽
船
曾
社
設
立
の
申
請
を
却
下
し
た
部
友
糠
の
措
置
を
安
嘗
な
も
の

と
承
認
し
て
い
た
理
由
も
、
な
お
沓
来
の
生
産
様
式
擁
護
と
い
う
自
ら
の
立
場

を
く
ず
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
う
る
、
と
論
じ
る
。

第

一
編
で
著
者
が
提
示
し
た
洋
務
涯
、
な
か
ん
ず
く
李
鴻
章
の
政
策
意
図
の

嘗
否
は
、
第
二
編
に
お
い
て
さ
ら
に
具
鐙
的
に
綿
業
を
題
材
と
し
て
検
討
が
加

え
ら
れ
る
。

洋
務
仮
の
綿
業
近
代
化
政
策
を
具
随
化
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
上
海

機
器
織
布
局
で
あ
っ
た
が
、
織
布
局
開
設
に
先
立
つ
中
園
で
の
近
代
綿
業
移
植
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論
を
詳
細
に
紹
介
し
て
、
綿
業
に
お
け
る
洋
務
波
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
た
の
が
第
一
章
で
あ
る
。
中
園
に
お
い
て
も
っ
と
も
佳
系
的
に
か
つ
長

期
に
亙
っ
て
近
代
綿
業
移
植
を
論
じ
た
の
は
『
申
報
』
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

首
時
の
綿
製
品
の
需
要
動
向
に
影
響
さ
れ
て
、
も
つ
ば
ら
綿
布
が
議
論
の
封
象

と
さ
れ
て
い
た
。
『
申
報
』
の
構
想
は
、
洋
布
と
土
布
と
は
競
合
関
係
に
な

く
、
近
代
綿
業
の
移
植
は
一
八
七

0
年
代
よ
り
流
入
が
増
加
し
た
洋
布
の
防
遇

の
み
を
目
的
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
在
来
綿
業
の
解
践
を
回
避
し
う
る
枠
内

で
、
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
外
園
製
綿
布
と
同
一
・
同
質
の
模
造
綿
布
生
産

に
限
定
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
『
申
報
』
の
主
張

は
、
営
時
土
布
の
模
造
ロ
聞
を
生
産
し
よ
う
と
し
て
い
た
義
昌
洋
行
の
計
劃
と
激

し
く
封
立
し
な
が
ら
、
彰
汝
世
相
の
請
願
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
最
終
的
に
洋
務
汲

官
僚
の
受
容
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
渦
程
に
洋
務
渡
の

基
本
委
勢
が
明
ら
か
に
窺
わ
れ
る
と
す
る
。

第
二
章
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
構
想
に
基
づ
い
て
一
八
七
八
年
に
創
設
さ
れ

た
織
布
局
が
そ
の
後
一
二
年
も
の
開
、
開
業
で
き
な
か
?
た
事
情
が
考
察
さ
れ

る
。
こ
れ
ま
で
の
遁
設
で
は
、
開
業
遅
延
の
最
大
の
要
因
を
中
園
の
俸
統
的
官

僚
陸
制
の
非
合
理
性
・
前
近
代
性
に
求
め
て
き
た
が
、
著
者
は
こ
れ
は
必
ず
し

も
問
題
の
核
心
で
は
な
い
と
み
な
し
、
あ
ら
た
な
角
度
か
ら
検
討
を
行
な
っ
て

い
る
。
前
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
一
八
七

0
年
代
の
「
洋
布
自
織
論
」
、
す
な

わ
ち
、
洋
務
波
が
設
定
す
る
に
至
っ
た
綿
業
近
代
化
政
策
が
現
賓
の
中
園
の
経

済
的
諸
燦
件
と
大
き
く
希
離
し
て
い
た
事
貨
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
こ
に
織
布

局
開
業
遅
延
の
よ
り
決
定
的
、
直
接
的
な
要
因
が
あ
っ
た
と
す
る
。
「
洋
布
自

織
論
」
を
提
唱
し
て
い
た

『申
報
』
が
す
で
に
織
布
局
開
業
の
一
八
七
八
年
嘗

時
に
「
洋
布
自
織
全
面
不
能
論
」
に
傾
き
始
め
て
い
た
よ
う
に
、
織
布
局
が
設

定
し
た
事
業
目
的
の
洋
式
綿
布
生
産
に
、
そ
の
原
料
と
し
て
確
保
可
能
で
あ
っ

た
中
園
産
綿
花
は
遁
し
な
い
と
い
う
事
賓
が
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
織

布
局
の
蛍
局
者
は
こ
れ
を
認
識
せ
ず
、
あ
く
ま
で
「
筆
棉
を
以
て
」
「
専
ら
洋

布
を
織
」
ろ
う
と
し
た
た
め
、
そ
の
調
整
が
困
難
を
き
わ
め
た
こ
と
が
開
業
遅

延
の
最
大
の
要
因
と
な
っ
て
い
た
、
と
指
摘
す
る
。

一
八
九
0
年
代
前
半
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
洋
務
娠
の
認
識
は
お
お
い
に

改
ま
り
、
蛍
時
の
中
園
に
お
け
る
機
械
製
綿
製
品
の
需
要
動
向
を
は
じ
め
て
的

確
に
と
ら
え
、
原
料
面
の
裏
づ
け
を
も
正
し
く
考
慮
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
九

0
年
代
に
な
っ
て
も
、
洋
務
波
が
綿
笑
近
代
化
の
目
標
を
依

然
と
し
て
験
入
外
園
製
品
防
遁
に
限
定
し
て
い
た
こ
と
に
餐
わ
り
は
な
か
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
あ
ら
た
に
低
番
手
の
機
械
製
綿
糸
(
イ
ン
ド
綿
糸
〉
輸
入
の

急
増
に
注
目
し
、
中
園
に
現
寅
に
そ
の
市
場
か
存
在
し
、
し
か
も
中
園
棉
花
を

そ
の
原
料
と
す
る
こ
と
が
可
能
な
機
械
製
厚
地
綿
布
と
機
械
製
低
番
手
糸
と
の

生
産
に
織
布
局
の
事
業
内
容
を
繁
更
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
織
布
局

が
防
過
を
め
ざ
し
て
い
た
は
ず
の
輸
入
綿
布
の
主
力
商
品
で
あ
っ
た
機
械
製
薄

地
綿
布
に
つ
い
て
は
、
原
料
上
の
制
約
か
ら
そ
の
生
産
を
断
念
す
る
に
至
り
、

綿
布
の
生
産
は
も
っ
ぱ
ら
中
園
棉
花
に
よ
っ
て
生
産
で
き
る
厚
地
綿
布
に
限
定

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
織
布
局
の
任
務
も
低
番
手
の
機
械
製
綿
糸
の
流
入
防
遁
を

め
ざ
す
も
の
に
修
正
さ
れ
、
そ
の
企
業
形
態
も
綿
布
生
産
専
業
か
ら
厚
地
綿
布

と
低
番
手
糸
生
産
を
行
な
う
紡
織
兼
営
へ
と
繁
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

洋
務
源
は
こ
の
よ
う
に
、
一
八
九

0
年
代
に
至
っ
て
、
機
械
製
綿
製
品
の
市

場
や
原
料
確
保
の
制
約
に
関
す
る
認
識
を
深
め
る
一
方
で
、
綿
紡
織
企
業
経
営

の
成
功
を
確
質
に
す
べ
く
「
官
」
に
よ
る
濁
占

・
規
制
を
強
化
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
第
三
重
で
は
、
『
申
報
』
の
綿
紡
織
振
興
論
を
紹
介
し
つ
つ
、
こ
う
し

た
動
き
に
到
す
る
民
聞
の
側
か
ら
の
批
剣
の
あ
り
ょ
う
が
跡
づ
け
ら
れ
る
。
こ

の
時
期
の

『申
報
』
は
、
民
開
人
が
自
由
に
綿
紡
織
企
業
を
開
設
・
経
営
す
る
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の
を
許
さ
ず
、
「
官
」
や
そ
れ
と
深
く
結
ん
だ
一
部
の
「
紳
一
商
」
の
み
が
機
械

製
綿
製
品
生
産
を
濁
占
す
る
よ
う
な
政
策
を
公
然
と
非
難
し
、
「
商
民
」
が
全

く
自
由
な
方
法
で
行
な
う
べ
き
で
あ
り
・
「
官
」
が
そ
れ
に
関
輿
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
に
も
、
あ
く
ま
で
「
商
情
」
に
態
じ
、
「
商
民
」
の
支
持
・
協

力
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
形
を
と
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
主
張

は
こ
れ
ま
で
主
に
改
良
主
義
の
イ
デ
オ

ロ
l
グ
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ

て
き
た
が
、
七

O
J八
0
年
代
に
は
い
わ
ば
洋
務
振
の
綿
業
近
代
化
政
策
の
代

鋒
者
で
あ
っ
た
『
申
報
』
も
こ
れ
に
輿
し
、
近
代
綿
業
へ
の
関
心
を
強
め
て
い

た
上
海
の
貿
緋
・
富
商
や
江
漸
地
方
の
「
紳
一
商
」
な
ど
、
康
範
な
民
間
の
資
産

家
た
ち
の
見
解
を
代
縛
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

第
三
編
は
、
綿
業
と
な
ら
ぶ
中
園
最
大
の
傍
統
産
業
で
あ
っ
た
江
新
地
方
の

珊
曲
線
業
の
革
新
に
射
し
、
洋
務
滋
が
果
し
た
役
割
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
章
お
よ
び
第
二
重
で
は
、
輯
里
総
・
大
麓
線
な
ど
江
掘
削
地
方
産
出

の
在
来
線
は
、
一
八
五

0
年
代
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
に
お
い
て
優
位
を
占

め
て
い
た
が
、
七

0
年
代
初
頭
に
な
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
費
総
業
の
復
興
、
在

来
線
自
陸
の
品
質
低
下
、
江
市
川
地
方
の
生
紙
一
商
人
の
不
正
取
引
な
ど
に
よ
り
、

そ
の
優
位
を
喪
失
し
危
機
に
直
面
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
背
景

に
、
八

0
年
代
の
初
め
に
は
『
申
報
』
が
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
の
器
械
製
紙

業
移
植
の
必
要
を
訴
え
る
論
説
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
所
論
は
、
流

通
過
程
で
の
課
税
に
よ
る
清
朝
蛍
局
の
財
政
強
化
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
器
械

製
紙
業
の
有
利
さ
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
も
の
で
、
ま
も
な
く
洋
務
波
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
、
と
す
る
。

第
三
章
で
は
、
江
漸
地
方
へ
寅
際
に
移
植
さ
れ
た
器
械
製
紙
業
に
封
し
て
、

洋
務
源
が
い
か
な
る
姿
勢
・
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
か
が
検
討
さ
れ
る
。
七

0

年
代
末
か
ら
八

0
年
代
初
に
か
け
て
、
中
園
人
買
緋
・
一
商
人
の
旺
盛
な
投
資
に

支
え
ら
れ
て
外
園
資
本
の
企
業
設
立
が
プ
l
ム
と
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
ヨ

ー

ロ
ッ
パ
式
の
器
械
製
紙
業
も
同
様
に
し
て
上
海
に
移
値
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
外

圏
一
商
社
の
主
導
下
で
な
さ
れ
た
器
械
製
紙
業
の
移
植
に
射
し
、
江
掘
削
雨
省
の
生

総
商
人
(
総
行
)
ば
激
し
く
反
媛
、
江
所
地
方
の
在
来
帯
曲
線
業
に
輿
か
え
る
打
撃

の
甚
大
さ
を
訴
え
た
。
現
地
の
洋
務
波
官
僚
も
こ
れ
に
動
か
さ
れ
、
通
商
僚
約

違
反
を
理
由
に
上
海
の
外
商
経
営
の
器
械
製
紙
企
業
に
閉
鎖
を
命
じ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
李
鴻
章
は
、
一
八
八
二
年
、
外
園
資
本
の
庇
護
下
に
形
成
さ
れ

て
い
た
上
海
の
中
園
民
間
資
本
の
各
種
の
企
業
を
洋
務
涯
の
規
制
下
に
組
み
入

れ
よ
う
と
し
た
の
と
同
時
に
、
旗
日
日
・
公
卒
爾
総
廠
を
特
例
と
し
て
公
認
す
る

措
置
を
上
海
道
官
室
に
と
ら
せ
た
。
こ
れ
は
、
上
海
の
製
紙
業
の
存
績
を
容
認
し

つ
つ
も
、
こ
れ
を
外
園
勢
力
で
は
な
く
、
洋
務
波
の
規
制
下
に
と
り
こ
む
こ
と

を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
と
も
か
く
も
上
海
に
器
械
製
紙
業
が
定
着
し
て
い
く
の
で
あ
る

が
、
そ
の
重
要
な
原
料
繭
の
供
給
地
と
な
っ
た
の
は
無
錫
で
あ
っ
た
。
第
四
章

と
第
五
一軍
で
は
、
江
掘
削
地
方
の
あ
ま
た
の
鰹
業
地
の
中
で
、
と
く
に
無
錫
が
上

海
器
械
製
紙
業
の
原
料
繭
供
給
地
と
化
し
て
い
く
過
程
が
詳
細
に
分
析
さ
れ

る
。
外
商
経
営
の
製
紙
企
業
を
摩
一
泊
す
る
た
め
洋
務
振
が
始
め
て
い
た
、
繭
の

流
逼
過
程
で
「
繭
掲
」
を
賦
課
す
る
制
度
の
存
在
に
よ
り
、
無
錫
で
は
濁
占
的

な
繭
の
枚
買
機
関
「
繭
行
」
を
介
在
さ
せ
た
取
引
が
護
達
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
「
前
近
代
的
な
」
牧
奪
鐙
制
に
劉
し
、
繭
生
産
者
た
る
農
民
は
さ
ま

ざ
ま
な
抵
抗
を
も
っ
て
晦
応
じ
た
。
日
清
戦
争
後
に
な
る
と
、
民
族
資
本
の
製
紙

工
場
が
急
増
し
た
が
、
「
繭
掲
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
原
料
確
保
の
困
難
か
ら
そ

の
設
展
は
阻
害
さ
れ
、
金
融
的
に
外
園
勢
力
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
、
つ
い
に
は

外
闘
が
清
朝
嘗
局
・
製
絡
家
と
一
慢
と
な
っ
て
養
強
農
家
と
相
い
封
す
る
重
層

的
な
抑
摩
・
牧
奪
の
堕
制
が
形
成
さ
れ
た
、
と
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
笹
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制
の
な
か
に
あ
っ
て
、
辛
亥
革
命
期
の
上
海
製
紙
業
資
本
家
が
ど
の
よ
う
な
位

置
に
あ
り
、
い
か
な
る
性
格
を
帯
び
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
、
附
論

I
で
論
及

さ
れ
る
。

も
う
一
つ
の
中
園
の
罷
業
地
の
中
心
地
で
、
か
っ
最
も
早
く
か
ら
器
械
製
紙

業
が
展
開
し
た
の
は
庚
東
省
珠
江
デ
ル
タ
地
域
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
憲
紙
業

の
革
新
と
こ
れ
に
射
す
る
洋
務
涯
の
閥
輿
・
役
割
の
あ
り
方
が
第
四
編
で
検
討

さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
図
版
ラ
ダ
イ
ト
事
件
と
も
い

え
る
一
八
八
一
年
一

O
月
の
庚
東
省
南
海
豚
で
の
製
紙
工
場
襲
撃
事
件
を
中
心

に
、
こ
れ
ま
で
も
活
澄
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
新
た
な
史
料
に

依
援
し
つ
つ
、
嘗
時
の
庚
東
器
械
製
総
業
の
全
陸
像
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
珠
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
短
絡
業
の
革
新
は
、
洋
務
涯
に
よ
る
上
か
ら
の

先
導
を
待
た
ず
に
、
一
八
七

0
年
代
初
頭
と
い
う
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
土
着

資
本
の
手
で
、
地
方
嘗
局
の
干
渉
・
介
入
を
排
除
し
つ
つ
行
な
わ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
庚
東
特
有
の
同
姓
村
落
に
君
臨
す
る

「
土
紳
」
・
「
番
老
」
〈
「
紳
番
」
〉
の
在
地
に
お
け
る
勢
威
に
依
接
し
て
い
た
か

ら
で
あ
り
・
努
働
力
の
調
達
か
ら
工
場
管
理
、
さ
ら
に
工
場
の
安
全
確
保
に
至

る
ま
で
、
「
紳
番
」
の
規
制
が
貫
徹
し
て
い
た
。
『
循
環
日
報
』
の
記
事
に
よ

り
、
こ
う
し
た
草
創
期
の
器
械
製
紙
業
の
経
品
百
貨
態
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
る
。

一
八
八
一
年
に
は
こ
の
製
紙
工
場
が
襲
撃
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
混
蹴
を
菟
れ
得
な
か
っ
た
事
件
の
主
健

を
、
同
じ
く
『
循
環
日
報
』
に
よ
り
、
岡
田
開
の
在
来
の
絹
織
物
手
工
業
者
お
よ

び
絹
織
物
手
工
業
労
働
者
と
断
定
す
る
。
事
件
の
原
因
は
、
器
械
製
紙
業
の
勃

興
に
よ
っ
て
在
来
絹
織
物
手
工
業
の
原
料
と
な
る
在
来
総
生
産
に
飲
か
せ
な
い

繭
の
確
保
が
困
難
に
な
る
、
と
彼
ら
が
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の

事
件
は
製
紙
工
場
の
存
績
を
め
ぐ
っ
て
官
憲
の
介
入
を
招
き
、
工
場
は
一
時
嘗

局
か
ら
閉
業
を
命
じ
ら
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
方
嘗
局
の
措
置
は
ま

も
な
く
と
り
や
め
ら
れ
、
一
八
八
七
年
に
は
、
洋
務
波
の
爾
康
総
督
張
之
洞
を

中
心
と
す
る
庚
東
嘗
局
は
も
と
よ
り
、
線
理
街
門
や
海
軍
街
門
か
ら
も
、
そ
れ

ら
が
純
然
た
る
民
営
の
近
代
工
業
と
し
て
存
績
・
設
展
し
て
い
く
こ
と
を
承
認

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
同
じ
年
に
は
、
江
新
地
方
に
お
い
て
も
滋
業
地

に
民
営
の
器
械
製
紙
工
場
の
設
立
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
一
八
八

0
年
代
後
半

に
至
つ
て
の
洋
務
波
の
こ
う
し
た
政
策
縛
換
は
、
第
一
編
第
二
章
に
述
べ
ら
れ

た
民
開
人
経
営
の
近
代
企
業
を
合
法
的
存
在
と
し
て
認
可
し
た
措
置
に
端
を
渡

し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
嘗
局
の
規
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
紳
番
」
の
庇

護
下
に
着
賞
な
成
長
を
つ
づ
け
て
い
た
庚
東
の
器
械
製
紙
業
の
展
開
も
興
っ
て

大
き
な
力
が
あ
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

第
五
編
で
は
、
本
書
の
も
う
一
つ
の
課
題
で
あ
る
洋
務
汲
の
外
交
政
策
が
論

じ
ら
れ
る
。
ま
ず
.
一
八
六

0
1七
0
年
代
に
お
け
る
洋
務
汲
の
設
言
の
論
理

を
詳
細
に
た
ど
る
こ
と
で
、
清
朝
が
欧
米
諸
圏
と
締
結
し
た
燦
約
の
不
卒
等
規

定
、
な
か
ん
ず
く
法
権
と
税
構
に
刑
判
し
、
彼
ら
の
認
識
が
ど
の
よ
う
に
後
化
し

て
い
っ
た
の
か
が
検
討
さ
れ
る
。
洋
務
波
は
六

0
年
代
末
以
降
、
候
約
に
叫
到
す

る
認
識
を
深
め
、
七

0
年
代
末
ま
で
に
は
、
片
務
的
協
定
関
税
制
度
や
領
事
裁

創
刊
権
・
外
園
人
税
務
司
に
よ
る
海
開
行
政
管
理
な
ど
、
篠
約
の
不
卒
等
性
を
ほ

ぼ
「
正
確
に
」
認
識
し
、
本
来
の
意
味
で
の
僚
約
改
正
要
求
を
強
調
す
る
に
至

っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
が
め
.
さ
し
て
い
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
奮

来
の
支
配
健
制
の
維
持
で
あ
っ
て
、
「
園
民
的
利
盆
」
や
「
主
権
的
権
利
」
の

具
程
的
な
擁
護
な
い
し
は
奪
還
で
は
な
か
っ
た
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

つ
い
で
、
以
上
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
た
六

0
1七
0
年
代
の
洋
務
波
の

外
交
政
策
を
前
提
に
、
七

0
年
代
末
J
八
0
年
代
初
に
お
け
る
政
策
の
縛
換
が

検
討
さ
れ
る
。
第
二
章
は
、
初
代
駐
日
公
使
何
如
援
を
素
材
と
し
て
、
そ
の
縛
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換
の
あ
り
方
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
?
た
彼
の

書
簡
に
み
ら
れ
る
外
交
上
の
提
言
は
、
琉
球
問
題
や
傑
約
改
正
問
題
、
朝
鮮
問

題
な
ど
嘗
時
の
重
要
案
件
を
中
園
に
有
利
に
庭
理
す
る
に
は
、
西
欧
的
な
園
際

法
の
原
理
に
即
し
た
新
た
な
外
交
上
の
措
置
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
建
言
に
劉
し
、
徳
理
街
門
や
北
洋
大
臣
李
鴻
章
な
ど

洋
務
汲
高
官
は
、
い
ず
れ
も
消
極
的
な
態
度
を
と
り
つ
づ
け
て
お
り
、
停
統
的

な
「
華
夷
観
念
」
に
基
づ
く
封
外
秩
序
維
持
の
立
場
を
く
ず
し
て
い
な
か
っ

た
。
何
如
惑
は
こ
れ
ら
の
問
題
へ
の
封
態
を
通
じ
、
「
民
族
的
危
機
感
」
を
つ

よ
め
、
園
家
の
濁
立
と
主
権
に
封
す
る
侵
害
を
非
難
す
る
と
い
う
「
園
権
主

義
」
的
な
外
交
論
を
展
開
し
、
列
強
の
侵
略
的
な
動
き
に
安
協
的
な
洋
務
汲
主

流
に
射
す
る
批
剣
的
な
姿
勢
を
強
め
て
い
っ
た
。

八
0
年
代
初
頭
以
降
、
洋
務
波
は
そ
れ
ま
で
依
接
し
て
き
た
「
華
夷
的
園
際

秩
序
」
に
よ
う
や
く
手
を
加
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
の
「
肇
夷
的
園
際

秩
序
」
の
基
本
原
則
は
、
「
宗
主
園
」
中
園
は
「
藩
属
図
」
の
内
政
・
外
交
に

は
干
渉
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
洋
務
波
は
そ
の
枠
に
と
ど
ま
ら

ず
、
「
藩
属
図
」
の
内
政
・
外
交
に
公
然
と
介
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
で

は
、
列
強
の
要
求
を
あ
る
程
度
容
れ
つ
つ
、
列
強
聞
の
封
立
を
も
利
用
し
、
軍

事
力
を
背
景
に
交
渉
を
有
利
に
進
め
よ
う
と
し
、
他
方
で
、
列
強
の
侵
略
に
苦

し
む
「
藩
属
園
」
の
領
土
と
主
権
を
侵
犯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
列
強
に
「
藩

麗
園
」
の
宗
主
園
と
し
て
の
中
閣
の
地
位
を
再
確
認
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ

ま
で
に
な
い
強
座
的
・
積
極
的
な
以
上
の
政
策
は
、
「
華
夷
閏
閤
際
秩
序
」
を

八

0
年
代
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
列
強
の
パ
ワ

l

・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
み
あ
っ

た
も
の
に
再
編
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ベ
ト
ナ
ム
や
朝
鮮

で
阻
舗
を
き
た
し
、
清
悌
戟
争
に
至
っ
て
深
刻
な
矛
盾
を
露
呈
さ
せ
、
破
綻
に

鋳
し
て
し
ま
う
、
と
論
じ
ら
れ
る
。

以
上
、
本
書
の
主
要
な
部
分
を
構
成
す
る
一
七
の
章
は
い
ず
れ
も
内
容
塑
富

で
重
厚
な
論
考
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
支
え
る
文
献
・
史
料
の
博
捜
と
着
賓
な
史

質
分
析
は
ま
さ
し
く
敬
服
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
摩
一
巻
な
の
が

『
申
報
』
や
『
循
環
日
報
』
な
ど
の
膨
大
な
新
聞
史
料
か
ら
、
文
字
ど
お
り
倦

ま
ず
弛
ま
ず
零
細
な
関
係
記
事
を
蒐
集
し
、
史
資
を
究
明
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス

に
あ
る
こ
と
に
は
、
誰
し
も
異
存
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
研
究

姿
勢
は
、
本
論
は
い
う
ま
で
も
な
く
註
や
索
引
に
も
充
貧
し
て
お
り
、
清
末
に

お
け
る

「洋
務
運
動
」
の
一
側
面
に
針
象
を
限
定
し
た
高
度
に
専
門
的
な
著
作

で
あ
る
本
書
を
し
て
、
清
末
史
の
研
究
を
志
す
初
撃
者
に
と
っ
て
も
大
い
に
役

立
ち
う
る
手
引
き
た
ら
し
め
て
い
る
。

厳
密
な
貧
誼
が
歴
史
墜
に
お
い
て
不
可
紋
の
前
提
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に

自
明
で
あ
る
が
、
玉
石
混
浴
の
史
料
が
未
整
理
の
ま
ま
氾
濫
し
て
い
る
近
代
史

の
諸
分
野
で
は
こ
の
前
提
が
往
々
に
し
て
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
、

ひ
と
し
く
痛
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
著
者
自
ら
も
こ
れ
ま
で
の
「
洋
務

運
動
」
研
究
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
「
そ
の
見
解
の
裏
附
け
と
な
る
基
礎
的
な

研
究
」
の
著
し
い
依
落
を
指
摘
し
、
「
寅
詮
的
研
究
の
蓄
積
」
「
新
史
料
の
設

掘
」
、
「
そ
れ
を
通
じ
た
あ
ら
た
な
史
賓
の
積
極
的
な
提
示
」
を
最
大
の
課
題

と
し
て
設
定
し
て
お
り
(
六
一
三
一
一
頁
)
、
本
書
は
こ
れ
に
十
分
際
え
る
内
容
に

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
は
、
本
書
は
嘗
該
分
野
の
研
究
書
の
一
模
範

た
る
を
失
わ
な
い
と
い
え
よ
う
。

寅
誼
と
い
う
事
柄
に
問
題
を
限
定
し
た
な
ら
ば
、
以
上
の
よ
う
に
認
め
る
の

に
す
合
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
史
料
の
渉
磁
と
賃
設
に
向
け
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
、

史
賓
の
解
明
を
逼
じ
て
、
歴
史
過
程
の
把
握
、
歴
史
像
の
構
築

・
再
構

成
に
果
し
て
ど
こ
ま
で
結
賞
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
お
の
ず
か
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ら
問
題
は
別
で
あ
る
。
著
者
が
本
論
で
の
考
察
を
通
じ
て
導
き
だ
し
た
「
洋
務

運
動
」
像
と
主
張
は
、
「
結
論
」
に
お
け
る
以
下
の
よ
う
な
一
節
に
集
約
さ
れ

て
い
よ
う
。

洋
務
波
の
開
明
性
・
進
取
性
に
は
明
白
な
限
界
が
あ
っ

た
。
:
:
:
洋
務
波

は
そ
の
革
新
・
改
革
を
あ
く
ま
で
も
惇
統
種
制
と
調
和
的
に
し
か
行
な
お

う
と
し
な
か
っ
た
。
:
:
:
洋
務
運
動
は
:
:
:
は
な
は
だ
矛
盾
し
た
複
雑
な

性
格
を
も
っ
:
:
:
。
そ
れ
は
進
取
的
・
積
極
的
・
開
明
的
で
も
あ
る
と
と

も
に
保
守
的
・
消
極
的
な
性
格
を
も
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
:
:
洋
務
運

動
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
全
面
的
に
否
定
し
た
り
全
面
的
に
肯
定
し
た
り
す

べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
積
極
面
・
肯
定
面
と
消
極
面
・
否
定
面
と
の
い
ず

れ
を
も
正
し
く
く
み
と
っ
た
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
受
け
と
め
方
を
す
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
:
:
:
(
六
四

O
頁
)

本
書
は
逼
設
を
乗
り
越
え
よ
う
と
企
闘
し
、
後
述
の
よ
う
に
確
か
に
乗
り
越
え

て
い
る
側
面
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
遁
設
が

遜
奉
し
て
き
た
「
積
極
面
」
と
「
消
極
面
」
と
い
う
こ
者
揮
一
的
な
評
定
に
蹄

結
す
る
尺
度
・
問
題
枠
組
か
ら
、
つ
い
に
脱
却
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
随

庭
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
「
民
族
主
義
的
」
「
圏
構
主
義
的
」
、
「
部
分
的
」
「
限

定
的
」
な
ど
の
タ
l
ム
は
、
措
辞
こ
そ
異
に
し
て
も
こ
の
枠
組
を
表
現
す
る
も

の
で
あ
り
、
ま
た
准
軍
の
「
戟
衣
」
と
い
う
貧
物
の
検
討
を
行
っ
た
附
論

E
は

さ
ら
に
こ
れ
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
の
脱
却
の
兆
し
が
み
ら
れ

る
の
は
わ
ず
か
に
第
二
編
第
二
章
の
み
で
あ
り
、
あ
ら
た
な
視
熱
か
ら
数
々
の

興
味
深
い
論
黙
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
結
局
、
「
洋
務
波
」
・
李

鴻
一
章
の
「
開
明
性
」
の
測
定
に
枚
数
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
九
七
一
年
、
坂

野
正
高
氏
は
馬
建
忠
の
研
究
に
託
し
て
、
「
洋
務
運
動
」
研
究
の
「
類
型
死
し

た
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
」
の
傾
向
を
明
確
に
指
摘
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
二

O
年

以
上
を
経
た
今
日
で
も
、
そ
の
「
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
」
は
沸
拭
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
本
論
で
の
具
種
的
な
史
賓
の
解
簿
に
も
影

{
2
)
 

掘
置
を
奥
え
る
と
こ
ろ
な
し
と
は
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
洋
務
波
」
の
経
済
「
政
策
」
と
外
交
「
政
策
」
の
級
密
な
検
討
を
遁
じ
、

客
観
的
な
「
政
策
」
の
意
園
が
、
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
洋
務
運
動
」
研
究

で
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
形
で
し
か
論
及
さ
れ
な
か
っ
た
一
八
八
二
J
八
七
年

に
お
け
る
後
化
が
本
書
の
全
鐙
に
亙
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
貴
重
な
成

果
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
と
し
た
い
の
は
、
概
し
て
こ
れ
が
な
お

「
政
策
」
の
獲
化
と
い
う
現
象
へ
の
言
及
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
や
や
短
絡
的
に
そ
れ
を
「
政
策
」
の
「
開
明
性
」
な
い
し
は
「
限
定

性
」
に
結
び
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
う
し
た
議
論
に
到
達

し
よ
う
と
す
る
に
は
、
「
政
策
」
の
内
容
を
我
々
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
史
料
に

謝
す
る
批
判
ピ
始
ま
り
、
「
政
策
L

を
現
象
せ
し
め
た
と
こ
ろ
の
中
圏
内
外
の

背
景
、
要
因
、
そ
の
現
象
の
深
度
、
影
響
、
共
時
的
な
位
置
、
通
時
間
な
一
意
味

あ
い
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
を
総
合
し
た
歴
史
的
な
意
義
ま
で
を
も
検
討
す
る
と

い
う
、
途
方
も
な
い
作
業
が
あ
ら
か
じ
め
必
要
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
っ
と
も
本
論
が
こ
う
し
た
問
題
に
ま
っ
た
く
燭
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
作
業
に
着
手
す
る
な
ら
ば
具
鍾
的
な
見
直
し
が
不

可
飲
と
な
る

は
ず
の
既
成
の
諸
概
今
ヤ

l
「
民
間
」
「
紳
商
」
か
ら
「
官
」

「
洋
務
汲
」
に
至
る
ま
で
ー
ー
が
所
輿
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
意
味

内
容
が
立
ち
入
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
い
さ
さ
か
組

舗
を
き
た
し
て
い
る
と
思
し
き
箇
所
さ
え
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
結
果
、

「
政
策
」
な
い
し
は
そ
の
幾
化
を
産
み
出
す
構
造
に
ま
で
考
察
が
及
ん
で
い
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
そ
も
そ
も
本
書
の
な
り
た
ち
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
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る
。
著
者
も
序
説
第
一
章
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
従
来
の
「
洋
務
運

動
」
研
究
へ
の
溝
口
雄
三
氏
の
批
判
に
針
す
る
反
批
列
と
し
て
書
か
れ
た
諸
論

文
を
集
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
溝
口
氏
の
問
題
提
起
は
、
第
三
者
か
ら
み
て
、

そ
の
時
黙
で
す
で
に
自
明
の
如
き
論
結
も
あ
り
、
ま
た
現
在
と
な
っ
て
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
貼
で
色
視
せ
て
い
る
部
分
も
少
な
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
い
ざ
こ
う

し
て
本
書
に
取
り
組
ん
で
み
る
と
、
そ
の
存
在
理
由
は
な
お
失
わ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
皐
界
に
と
っ
て
も
氏
自
身
に
と
っ
て
も
あ
ま
り
慶
ば

し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
氏
の
提
言
の
意
義
は
遁
設
の
各

論
の
批
剣
よ
り
も
、
む
し
ろ
、遁
読
に
潜
在
、
穎
在
す
る
諸
前
提
や
方
法
論
へ
の

切
寅
な
懐
疑
に
あ
る
。
著
者
の
主
観
的
意
闘
と
し
て
は
、
本
書
は
ま
さ
し
く
溝

口
氏
の
提
言
に
射
す
る
反
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
反

論
は
、
氏
の
各
論
批
剣
へ
の
回
答
で
あ
っ
て
、

氏
の
懐
疑
を
汲
み
と
っ
た
も
の

で
は
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
本
書
の
関
心
が
経
済
と
外
交
に
特
化
し
て
い
る

の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
は
溝
口
氏
の
意
図
に
副
わ
な
い
の
み
な
ら

ず
、
序
説
第
二
章
で
の
著
者
自
身
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
提
起
と
必
ず
し
も

整
合
し
て
い
な
い
と
い
う
結
果
を
も
惹
き
起
こ
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
「
洋
務
運
動
」
と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
あ
ら
か
じ
め

「政
策
」
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
位
置
づ
け
の
仕
方
も
あ
る
が
、
著
者
は
「
は

し
が
き
」
で
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
担
一
合
し
て
い
る
。
「
政
策
」
と
い
う
概
念
で

は
な
お
括
り
き
れ
な
い
庚
が
り
を
も
っ
た
動
き
と
み
な
そ
う
と
す
る
態
度
に
は

共
鳴
を
究
え
る
。
従
来
の
研
究
が
「
不
毛
の
論
争
」
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と

に
軟
ら
ず
、
そ
の
「
論
争
」
を
「
不
毛
」
た
ら
し
め
な
い
よ
う
、
ま
ず
史
料
・

史
寅
の
妥
掘
・
賓
詮
に
意
を
注
い
だ
姿
勢
に
も
賛
意
を
惜
し
む
も
の
で
は
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
.
す
、
本
論
で
は
「
不
毛
の
論
争
」
で
の
論
黙
は
そ
の
ま
ま

に
引
き
縫
い
で
、
「
政
策
」
の
「
開
明
性
」
の
評
定
が
中
心
を
な
す
。
「
論

争
」
そ
の
も
の
の
意
味
を
問
う
て
い
る
の
は
溝
口
氏
の
み
に
隈
ら
な
い
。
「
論

争
」
の
措
定
は
も
は
や
撞
き
樹
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
資
本
主
義
化

と
い
う
許
償
基
準
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
と
の
比
較
の
問
題
も
そ
う
で
あ

る
し
、
「
西
洋
の
衝
撃
」
と
「
封
態
」
と
い
っ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
設
定
も
し
か

り
。
既
成
の
枠
組
の
見
直
し
を
迫
る
近
年
の
研
究
潮
流
は
な
お
微
力
で
あ
り
、

と
も
す
れ
ば
皐
な
る
流
行
に
堕
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
脆
さ
を
も
有
し
て
い
る

も
の
の
、
そ
の
員
整
な
模
索
は
皐
界
全
鐙
が
生
か
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
著
者
が
自
明
の
前
提
と
し
、
溝
口
氏
が
呉
を

と
な
え
る
「
洋
務
波
」
な
る
概
念
は
も
と
よ
り
、
そ
の
他
諸
々
の
概
念
規
定
を

こ
れ
ま
で
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
視
角
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
、
奮
衆
の
「
洋
務
運
動
」
と
い
う
テ
l
マ
設
定
の
内
寅
さ
え
も

組
上
に
の
ぼ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奮
套
に
な
ず
む
の
で
も
な
く
、
こ
れ

を
郷
つ
の
で
も
な
く
、
揚
棄
し
て
い
く
方
向
と
努
力
が
何
よ
り
も
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

溝
口
氏
ら
が
一
瞥
を
加
え
ら
れ
れ
ば
一
笑
に
附
さ
れ
そ
う
な
ア
ウ
ト
・
オ

ヴ
・
デ
l
ト
で
偏
頗
な
批
評
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
あ
な
が
ち
評
者

や
著
者
の
み
の
責
任
で
は
な
い
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
空
虚
さ
の
し
か
ら
し

む
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。
「
洋
務
運
動
」
と
は
何
か
。
洋
務
運
動
研
究
は
こ

こ
か
ら
始
ま
っ
て
、
こ
こ
に
闘
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で

は、

「寅
謹
的
研
究
の
蓄
積
」
を
め
ざ
し
た
木
書
の
債
値
は
失
わ
れ
な
い
。
こ

こ
に
満
載
さ
れ
た
彩
し
い
材
料
は
、
順
接
的
に
も
逆
接
的
に
も
、
そ
の
出
渡
黙

と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
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官
制
度
に
つ
い
て
の
こ
つ
の
意
見
書
〈
一
八
七
八
年
〉
を
中
心
と
し
て

|
|
」

『
図
家
皐
舎
雑
誌
』
第
八
四
巻
五
・
六
説
、
一
九
七
一
年
、
五

頁
(
同
『
中
園
近
代
化
と
馬
建
忠
』
、
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
八
五

年
、
に
再
録
、
五
頁
〉
。

(
2
〉
そ
の
例
と
し
て
次
の
二
黙
の
み
掌
げ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
本
書
第
一

編
第
二
章
の
李
鴻
章
の
内
河
小
汽
船
舎
社
設
立
に
劃
す
る
態
度
に
つ
い

て
。
一

O
九
頁
に
お
い
て
、
「
一
八
七
六
年
以
後
の
李
鴻
章
の

一
連
の

行
動
と
矛
盾
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
、
「
李
鴻
章
の
意
向
が

一
八
八
二
年
の
段
階
で
は
な
お
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
み
な
し

て
い
る
。
し
か
し
、
関
連
史
料
を
卒
心
に
譲
め
ば
、
こ
の
曾
祉
は
招
商

局
と
は
ほ
ぼ
関
係
の
な
い
、
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
招
爾
局
が
こ
の
時
期

に
内
河
で
の
小
汽
船
就
航
に
着
手
し
て
い
た
と
積
極
的
に
立
置
す
る
文

言
は
み
あ
た
ら
な
い
。
な
か
で
も
、
一
八
八
二
年
八
月
一

O
日
附
『
申

報
』
掲
載
の

「且
知
鄭
君
現
方
管
理
招
商
局
輪
船
、
例
不
得
別
謀
局
外

行
船
之
事
。
間
使
商
局
請
行
、
亦
恐
無
一
人
事
主
之
理
。
李
君
則
於
輪

船
事
宜
、
素
不
諸
悉
、
・
亦
非
能
創
議
濁
任
者
。
撲
情
度
勢
、
似
皆
未
必

緋
。」
と
い
う
文
の
解
穆
は
微
妙
に
誤
っ
て
い
る
駄
が
あ
る
。
小
汽
船

の
内
河
就
航
の
是
非
と
い
う
「
開
明
性
」
を
尺
度
と
す
る
の
で
は
な

く
、
汽
船
航
運
を
招
商
局
に
一
本
化
し
よ
う
と
す
る
李
鴻
章
の
意
向
を

問
題
と
す
れ
ば
、
解
穫
に
さ
ほ
ど
困
難
は
な
く
、

「
矛
盾
」
「
流
動

的
」
ど
こ
ろ
か
、
一
貫
し
て
い
た
と
さ
え
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
次
註
の
指
摘
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
問
題

で
も
あ
り
、
一
概
に
嘗
否
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な

い
。
念
の
た
め
に
附
言
し
て
お
く
。

第
二
に
潰
末
な
問
題
に
亙
る
が
、
本
書
五
二
三
頁
に
言
及
さ
れ
た
駐

肇
公
使
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
認
識
に
つ
い
て
。
こ
の
時
期
に
公
使
と
い
う

立
場
に
あ
っ
た
彼

η
考
え
方
は
き
わ
め
て
微
妙
か
つ
濁
特
の
も
の
で
、

そ
の
愛
言
は
法
律
的
、
理
論
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
貧
際
的
、
歴
史

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
報
告
す
る

に、

J
Yゅ
の
r
z
g
m
r
R
S
白

宮

町

r
a
f
n】
白
血
同
ロ
O
口
門
町
匂
門
戸
O
ロ

岳

民

円

}
M
o
n
oロ
ロ
同
円
一
司
ゲ
曲
師
『

O
円

F
ω
0
4
m
H即
日
間
ロ
ユ

m
y門
的

曲

目

色

ロ

同

己
O
回
国
-

Z
Z
B∞
F
・・・

3

と
い
う
言
辞
を
も
っ
て
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情

が
ま
ず
何
よ
り
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
自
身
の
中
園
に
制
到
す
る
認
識
構
造
を
内
在
的
に
、
し
か
も
嘗
時

の
四
園
の
環
境
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
た
う
え
で
刻
扶
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
出
典
に
も
あ
た
ら
ず
に
こ
の
言
だ
け
を
一
つ
の
尺
度
と
し
て
と
り

あ
げ
て
、
「
事
貨
の
誤
認
」
と
断
ず
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
性
急
に
失

す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(
3
〉
本
書
の
主
た
る
史
料
と
な
っ
て
い
る
『
申
報
』
の
位
置
づ
け
は
そ
の

一
例
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
第
二
編
第
一
章
で
は
、
『
申
報
』
の
提
言

が
彰
汝
珠
を
経
て
「
洋
務
波
」
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
論
じ
な
が
ら
も
、

同
編
第
二
章
で
は
、
李
鴻
章
が
綿
業
に
つ
い
て
「
ほ
と
ん
ど
何
も
理
解

し
て
い
な
か
っ
た
」
(
一
五
二
頁
)
と
述
べ
、
こ
れ
に
は
『
申
報
』
の

議
論
に
影
響
力
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
場

合
は
事
寅
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本

論
を
通
じ
て
『
申
報
』
と
「
洋
務
波
」
の
聞
を
つ
な
ぐ
チ
ャ
ネ
ル
に
到

し
立
ち
入
っ
た
論
及
は
み
ら
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
『
申
報
」
の

論
説
と

「官
」
側
文
書
の
聞
に
横
た
わ
る
距
離
は
い
か
ほ
ど
で
あ
り
、

そ
の
距
離
を
『
申
報
』
の
議
者
層
構
成
や
影
響
領
域
な
ど
が
ど
こ
ま
で

埋
め
て
い
た
の
か
、
に
は
ほ
と
ん
ど
設
き
及
ん
で
い
な
い
。
こ
う
し
た
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問
題
は
、
著
者
に
は
た
と
え
自
明
で
あ
る
に
せ
よ
、
行
論
の
前
提
と
し

て
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
讃
者
に
と
っ
て
は
混
飢
す
る
ば
か
り
か
、

論
接
と
な
る
史
料
へ
の
、
ひ
い
て
は
論
考
の
叙
述
へ
の
信
頼
性
に
も
関

わ
っ
て
こ
よ
う
。

(

4

)

た
と
え
ば
、
曾
回
三
郎

「洋
務
政
策
の
展
開
と
中
園
の
近
代
化
」

『史
筆
研
究
』
第
二
二
九
挽
、
一
九
七
八
年
、
二

O
頁。

(
5
〉
溝
口
雄
三
『
方
法
と
し
て
の
中
園
』
、
東
京
大
皐
出
版
舎
、

九
年
、
二
一

0
1一
一
一
一
頁
。

一
九
九
二
年
二
一
月

-
m
+
六
四
七
+
索
引
一
一
一一一+・川
一良

500 

B
五
判

一
九
八

東
京
汲
古
書
院

二二、

0
0
0園

狩
野
直
禎
著

後
漢
政
治
史
の
研
究

東

女

首

本
書
は
、
従
来
、
特
に
古
代
史
研
究
が
盛
行
し
た
戟
後
に
お
い
て
も
、
あ
ま

り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
後
漢
時
代
の
政
治
史
研
究
の
本
邦
に
お
け
る
最
初

の
導
著
で
あ
る
。
序
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
計
七
章
か
ら
な
り
、
五
五
三
頁
の

大
加
で
あ
る
。
巻
末
に
人
名
索
引
を
附
し
て
い
て
、
便
宜
を
提
供
し
て
い
る
。

本
誌
編
集
部
の
求
め
に
臨
応
じ
て
、
以
下
に
少
し
く
議
後
の
感
想
を
述
べ
、

書
評

の
責
め
を
塞
ぎ
た
い。
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序
章

「漢
の
武
脅
か
ら
貌
の
武
一帝
へ

」
で
は
、

「後
漢
時
代
は
中
薗
史
の
中

で
、
ど
の
よ
う
な
時
期
に
嘗
た
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
聞
い
、
「
後
漢

時
代
は
一
面
で
は
前
漢
時
代
の
諸
制
度
を
受
け
縫
ぎ
、
そ
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
一
面
で
は
三
園
以
後
の
中
世
に
つ
な
が
る
も
の
を
内
蔵
し

て
お
り
、
い
わ
ば
古
代
と
中
世
の
二
つ
の
顔
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
た
の
で
あ

る
」
と
解
答
し
て
い
る
。
著
者
の
こ
の
時
代
理
解
の
立
場
は
こ
れ
に
よ
っ
て
明

確
と
な
る
。
つ
ま
り
、
後
漢
時
代
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
過
渡
的
な
時
代
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
序
章
で
の
こ
の
立
場
か
ら
、
著
者
が
本
書
に
お
い

て
そ
の
過
渡
的
時
代
相
を
、
政
治
史
の
展
開
か
ら
明
確
化
し
よ
う
と
意
図
し
て

い
る
と
、
護
者
は
受
け
取
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
章
「
後
漢
王
朝
の
成
立
」
は
、
光
武
需
の
起
兵
か
ら
河
北
卒
定
ま
で
の

経
過
を
、
諸
地
域
に
お
け
る
諸
集
園
の
動
向
と
光
武
集
圏
の
活
動
を
中
心
に
、


