
通
し
て
培
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
意
味
で
も
、

の
完
成
を
待
ち
た
い
。

惜
し
ま
れ
る
の
は
、
皐
術
書
に
し
て
は
引
用
も
し
く
は
校
正
の
際
の
誤
り
が

か
な
り
多
く
み
う
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
奥
え
ら
れ
た
紙
数
も
す
で
に
輩
き

て
い
る
の
で
、
一
例
の
み
奉
げ
て
お
き
た
い
。

三
八
二
頁
妙
哉
鐙
貧
困
|
↓
圏

本
書
は
分
野
・
時
代
と
も
多
岐
に
亙
っ
て
お
り
、
個
々
の
論
文
の
主
旨
を
充

分
に
汲
み
え
た
か
ど
う
か
甚
だ
お
ぼ
つ
か
な
い
。

多
く
の
誤
解
を
含
ん
で
い
る

も
の
と
思
う
が
、
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
諸
般
の
事
情
に
加
え
て
評

者
の
怠
惰
の
た
め
、

書
評
と
し
て
の
時
宜
を
逸
し
て
し
ま
い
、
本
書
の
執
筆
者

と
本
誌
編
集
部
の
方
々
に
多
大
な
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び

し
た
い
。
な
お
、

『東
方
宗
数
』
第
八
一
一
蹴
〈

一
九
九
三
年
)
に
小
林
正
美
氏

に
よ
る
本
書
の
書
評
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

一
九
九
二
年
二
月

A
五
剣

五
六
四
頁
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『
民
話
』
誇
注

京

都

同

朋

合

一
二

O
O
O園

島
居
一
康
著

宋
代
税
政
史
研
究

斯

波

信

義

あ

し

ら

ま

民
平
術
は
日
進
し
月
歩
す
る
が
、
本
書
の
骨
子
部
分
は
こ
の
質
感
を
つ
た
え
る

重
厚
か
つ
竪
貨
な
労
作
で
あ
る
。
テ
1
7
は
宋
代
の
雨
税
法
。
著
者
は
そ
の
三

O
徐
年
の
研
究
歴
を
つ
う
じ
て
一
貫
し
て
こ
の
主
題
、
こ
と
に
税
法
の
骨
格
部

分
の
究
明
に
波
頭
し
、
そ
の
成
果
を
世
に
問
う
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
い
う
、
雨
税
法
は
唐
代
の
七
八

O
年
に
は
じ
め
ら
れ
、
五
代
・
宋
・

一
元
・
明
に
う
け
つ
が
れ
、
清
初
の
地
了
併
徴
で
解
消
を
み
る
ま
で
園
の
基
幹
の

税
法
で
あ
り
つ
づ
け
た
。

こ
の
な
が
い
歴
史
の
な
か
で
、
宋
代
の
そ
れ
は
税
法

の
構
造
上
の
原
則
が
定
ま
っ
て
く
る
時
期
と
い
う
重
要
性
を
お
び
て
い
る
の

に
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
ト
ー
タ

ル
な
宋
の
爾
税
法
史
と
銘
う

っ
た
縫
合
著
述

は
ま
だ
飲
け
て
い
る
。
原
則
の
整
理
が
ま
だ
あ
い
ま
い
な
だ
け
で
な
く、

一
見

し
て
複
雑
な
税
源
、
税
則
、
税
目
、

そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
地
域
偏
差
に
つ
き
、

整
理
し
秩
序
・
つ
け
る
こ
と
が
十
分
で
な
か

っ
た
、
と
。

評
者
と
し
て
あ
え
て
蛇
足
を
く
わ
え
る
と
、
過
去
二
O
O
O年
の
中
園
の
官

僚
園
家
の
歴
史
の
な
か
で
、
唐
末
・

五
代
・

宋
の
時
期
は
政
治
・

経
済
・
祉
曾

文
化
の
全
面
に
お
よ
ぶ
大
き
な
分
水
嶺
的
な
獲
化
を
経
験
し
た
。
嘗
然
に
園
と

祉
曾

(祉
曾
経
済
)
の
か
か
わ
り
方
も
唐
半
ば
ま
で
と
は
嬰
り
、
よ
り
複
雑
に

な
っ
た
。
爾
税
法
も
こ
の
大
き
な
獲
化
へ
の
園
の
封
態
と
し
て
生
じ
た
も
の

-212ー
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で
、
宋
の
官
僚
制
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
迷
宮
の
ご
と
く
混
沌
か
つ
複
雑

な
様
相
を
お
び
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
無
秩
序
を
本
命
と
し
た
も
の
で

は
な
い
。
中
央
政
権
の
意
志
と
そ
の
質
数
に
む
け
て
の
方
策
、
著
者
の
こ
と
ば

で
は
「
政
策
と
運
用
」
、
漢
語
で
い
え
ば
明
末
か
ら
清
の
「
経
世
」
〈
こ
こ
で

は
財
政
の
政
術
)
へ
の
取
り
く
み
、
英
語
で
い
え
ば
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
、

が

む
し
ろ
昂
揚
し
た
。
こ
の
昂
揚
の
た
め
に
新
奮
雨
法
黛
の
政
策
の
わ
か
れ
や
、

そ
こ
か
ら
源
生
し
た
税
法
の
復
雑
性
の
増
幅
が
生
じ
た
に
せ
よ
、
大
局
的
に
み

れ
ば
宋
の
雨
税
法
政
策
は
唐
の
そ
れ
を
縫
承
し
て
そ
れ
を
時
代
舞
化
に
遁
臨
隠
さ

せ
る
方
向
で
経
過
し
た
。

こ
の
政
術
・

経
世
と
い
う
槻
黙
は
評
者
が
補
足
し
た
コ
メ
ン
ト
を
含
む
も
の

な
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
「
政
策
」
の
親
黙
に
意
を
そ
そ
い
だ
こ
と
は
本
書

の
寄
輿
を
理
解
す
る
上
で
だ
い
じ
な
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

大
祭
化
の
時
代
の
宋
代
、
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
北
宋
後
半
に
目
を
お
く

と
、
官
制
の
そ
し
て
道
皐
の
流
れ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
県
塑
の
分
岐

黙
」
が
大
き
く
目
に
映
る
。
だ
が
か
り
に
財
政
史
に
し
.
ほ
っ
て
い
え
ば
、

宋
の

税
法
の
基
本
路
線
は
唐
末
こ
の
か
た
の
雨
税
の
手
直
し
で
あ
っ
て
、
右
の
分
岐

黙
に
お
い
て
す
ら
俗
界
の
大
祭
化
に
フ
ル
に
遁
態
す
る
挺
身
を
と
げ
た
の
で
は

な
か
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
宋
代
の
雨
税
法
の
解
析
に
あ
た
っ
て
は
、
宋

初
の
六

0
1
七

O
年
の
政
策
、
全
園
統
一
か
ら
数
え
れ
ば
四

O
J五
0
年
聞
の

方
向
づ
け
が
そ
の
後
の
経
過
に
つ
い
て
も
だ
い
じ
な
意
味
を
も
ち
、
そ
の
解
明

は
五
代
、
さ
ら
に
唐
末
の
朕
況
と
か
か
わ
ら
せ

る

こ
と
、
つ
ま
り
は
「
連
績

性
」
の
覗
黙
お
よ
び
「
時
系
列
尺
度
」
を
必
要
と
す
る
。

唐
末
、
五
代
、
宋
初
の
聞
に
草
創
期
の
雨
税
法
は
ど
の
て
い
ど
連
績
し
ど
の

黙
で
努
っ
た
か
。
幸
い
に
日
野
開
三
郎
氏
に
よ
っ
て
唐
の
爾
税
法
の
原
則
部
分

は
六
原
則
と
い
う
、
集
約
さ
れ
ま
た
抽
象
化
さ
れ
た
一
種
の
コ

ン
ス
ト
ラ
ク
ト

(
概
念
構
成
〉
に
煮
つ
め
ら
れ
、
つ
い
で
船
越
泰
次
氏
が
史
料
に

フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
し
て
重
要
な
修
正
(
夏
税
銭
と
倒
斗
の
二
本
建
て
、
折
納
そ
し
て
物
額
物

納
へ
の
流
れ
)
を
ほ
ど
こ
し
皐
界
の
支
持
を
え
て
い
る
の
で
、
連
績
・
拙
炭
化
の

軌
跡
を
追
う
夜
見
手
法
の
目
安
に
つ
か
え
る
。

本
書
の
論
述
が
コ
ン
パ
ク
ト
で
、
焦
黙
が
明
快
で
あ
る
の
は
、
雨
税
法
の
原

則
の
連
繍
性
に
着
服
し
た
こ
と
、
草
創
期
の
税
法
の

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
ツ
を
確
め

た
う
え
で
、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ヴ
に
時
系
列
獲
化
を
時
を
下
っ
て
迫
っ
た
こ
と
、

そ
の
一
方
で
前
言
の
ご
と
く
、
政
策
と
運
用
と
い
う
観
黙
を
重
ん
じ
て
、
原
則

が
時
関
・
空
関
上
の
繁
化
に
臨
応
じ
て
修
正
・
適
用
を
へ
た
プ
ロ
セ
ス
、
そ
の
際

の
制
度
推
移
の
方
向
づ
け
を
み
る
ス
タ
ン

ス
に
立
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
爾
税
法
の
コ
ア
部
分
の
流
れ
を
こ
れ
ま
で
著
者
が
三

O
徐
年
も

集
中
し
て
論
透
し
て
き
た
そ
の
蓄
積
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
展
望
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
著
者
は
と
く
に
断
っ
て
こ
の
論
述
は
静
的
な
制
度
史
で
は
な
い
と
し
て

『
宋
代
税
政
史
』
〈

・
は
評
者
)
と
題
し
た
。
評
者
が
解
す
る
に
そ
れ
は
園
と

祉
舎
の
か
か
わ
り
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
、
い
ま
の
こ
と
ば
で
ソ
l
シ
ア
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
と
自
認
す
る
も
の
で
、
そ
の
含
意
は
吐
舎
科
率
的
な
「
問
題
史
」
を
そ

の
う
し
ろ
に
ひ
か
え
さ
せ
、
な
か
ん
ず
く
封
象
を
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
の
解
明

と
い
う
課
題
に
連
動
さ
せ
る
意
園
と
み
る
。

本
書
は
唐
末
・
五
代
か
ら
南
宋
初
期
ま
で
を
論
述
の
範
圏
と
し
て
い
る
。
全

盛
の
一軍
だ
て
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
カ
ッ
コ

内
は
嘗
稿
設
表
の
年
。

-213ー

序
論

前
篇
宋
代
爾
税
と
課
税
政
策

第
一

一章

宋
代
爾
税
と
課
税
基
準
(
一
九
八
三
)

第
二
章
主
客
戸
制
と
課
税
針
策
(
一
九
七
二
、
七
四
、
九
三
〉
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第
三
章
宋
代
の
逃
棄
田
封
策
(
一
九
八

O
)

第
四
重
官
回
出
賓
と
課
税
政
策
(
一
九
七
七
)

第
五
章

身
了
税
の
諸
系
譜
(
一
九
八
三
)

後
篇

宋
代
商
税
と
財
政
運
用

第
二
章
戸
等
の
定
立
と
そ
の
機
能
(
一
九
八

O
)

第
二
章

戸
等
と
役
法
〈
一
九
八
四
)

第
三
章
{
木
代
爾
税
の
折
納
(
一
九
八
一
〉

第
四
章
納
税
償
格
と
市
場
債
格
(
一
九
九

O
)

第
五
章
北
宋
上
供
米
と
均
輪
法
(
一
九
八
八
〉

第
六
草

南
宋
上
供
米
と
爾
税
米
(
一
九
九
一二
〉

線
括

し
ま
す
え
か
す
A
V
す

島
居
一
康
氏
は
本
書
の
公
刊
時
で
五
一
歳
、
国
熱
し
た
宋
代
財
政
史
研
究
の

第
一
線
の
ベ
テ
ラ

ン
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
に
京
都
大
祭
文
祭
部
の
東
洋
史
皐

科
を
卒
業
し
て
大
皐
院
に
す
す
ん
だ
。
夙
干部
在
血
平時
は
宮
崎
市
定
数
授
が
停
年

に
逮
せ
ら
れ
た
こ
ろ
で
あ
り
、
財
政
史
へ
の
傾
倒
は
佐
伯
富
数
授
の
蕪
陶
で
生

ま
れ
た
と
思
う
。
近
い
先
輩
に
竺
沙
雅
-章
、
梅
原
郁
、
確
波
護
氏
が
あ
り
、
ま

た
東
北
大
拳
の
船
越
泰
次
氏
が
唐
の
爾
税
法
の
原
則
の
理
解
に
重
要
な
修
正
を

加
え
た
の
も
氏
の
大
皐
院
生
の
こ
ろ
で
あ
り
、
研
究
の
環
境
と
刺
激
に
恵
ま
れ

て
い
た
。
七
二
年
か
ら
鹿
児
島
大
祭
、
七
九
年
か
ら
島
根
大
皐
で
数
鞭
を
と

る
。
七
二
年
の
論
文
「
爾
税
法
下
に
お
け
る
客
戸

の
主
戸
化
と
戸
名
に

つ
い

て
」
こ
の
か
た
、

皐
界
の
争
黙
に
積
極
的
に
挑
み
な
が
ら
、
し
か
し
先
に
の
べ

た
方
法
、
枠
組
み
と
展
望
を
堅
持
し
て
論
詮
を
す
す
め
て
き
た
。

本
書
で
島
居
氏
は
、
唐
・
宋
の
雨
税
法
は
人
民
の
土
地
所
有
に
も
と
，
つ
い
た

土
地
税
と
定
義
す
る
。
こ
の
原
理
か
ら
滋
生
し
て
、
宋
代
の
爾
税
の
査
定
法
は

国
土
の
面
積
と
等
級
に
按
ず
る
方
式
を
と
り
、
こ
の
ル
l
ツ
は
唐
代
に
斜
斗
と

雨
税
銭
に
つ
き
回
土
に
按
じ
て
一
律
賦
課
し
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
る
。

で
は
納

税
を
負
猪
す
る
土
地
所
有
者
(
税
戸
・

主
戸

・
編
戸
)
の
確
保
は
も
と
よ
り
、

税
回
の
繍
大
に
む
け
て
園
は
ど
う
到
底
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
主
戸
と
客
戸
の

別
を
税
法
上
で
見
直
す
作
業
と
か
、
官
田
に
含
ま
れ
る
地
目
の
掌
握
や
そ
れ
ら

の
運
用
面
の
整
備
、
あ
る
い
は
特
定
地
目
区
分
の
官
回
の
放
出
な
ど
を
へ
て
、

客
戸
の
主
戸
化
と
か
税
田
の
造
成
に
つ
と
め
た
事
質
を
示
す
。
さ
て
園
は
果
し

て
こ
う
し
た
税
田
を
封
象
と
し
て
、

直
接
に
田
土
の
面
積
と
等
級
に
態
じ
て
、

民
の
資
産
調
査
を
通
徹
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
備
え
て

い
た
か
に
つ

い
て
は
、
五
代
・
宋
初
に
は
ま
だ
南
北
の
地
域
偏
差
に
よ
る
ラ
グ
が
残
つ
て
は

い
た
が
、
北
宋
の
牢
ば
ま
で
に
税
田
の
面
積
と
等
級
を
指
数
償
値
で
あ
ら
わ
す

産
銭

(
税
銭
)
の
方
式
が
南
北
に
行
き
わ
た
り
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
と
と
の
え

た
と
す
る。

ま
た
唐
代
の
爾
税
で
夏
税
の
絹
鳥

・
褒
(
銭
納
)
と
秩
税
の
斜
斗

(
物
納
〉
と
二
項
に
分
れ
て
合
成
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
い
か
な
る
推
移
を
へ

て
宋
代
雨
税
の
物
額
物
納
に
努
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
不
透
明
で
あ
っ

た
局
面
に

つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
折
納
、
そ
の
意
味
内
容
の
襲
化
が
こ
の
推

移
を
す
す
め
る
う
え
で
重
要
な
役
を
は
た
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
政
府
は
政

策
債
格
と
い
う
べ
き
折
債
を
運
用
し
て
換
算
問
題
を
庭
し
た
と
す
る
。
ま
た
こ

う
し
た
背
景
の
も
と
で
一
一
世
紀
は
じ
め
に
は
全
土
で
雨
税
牧
盆
の
額
が
固
ま

っ
て
き
た
と
き
、
雨
税
こ
と
に
そ
の
秋
苗
の
中
央

へ
の
「
上
供
」
部
分
の
迭
逮

を
安
定
篠
保
す
る
目
的
と
し
て
運
営
さ
れ
た
江
南
六
路
の
和
線
政
策
、

お
よ
び

こ
れ
を
活
性
化
さ
せ
る
べ
く
新
法
期
に
晶
固
ま
れ
た
均
輪
法
が
、
あ
た
ら
し
い
解

鐸
の
も
と
で
詳
説
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
和
雑
の
慣
行
が
南
宋
の
初
期
に
秋
税

と
の
か
か
わ
り
で
ど
う
推
移
し
慶
容
し
た
か
に
つ

い
て
、
南
宋
の
初
め
に
は
北

宋
の
政
策
を
承
け
て
上
供
の
補
充
に
任
じ
て
い
た
和
纏
は
、
紹
興
末
に
性
格
を
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買
え
て
上
供
と
紹
縁
し
、
も
っ
ぱ
ら
備
蓄
と
荒
政
に
む
け
て
営
ま
れ
た
。
裏
が

え
せ
ば
上
供
の
内
容
そ
の
も
の
が
繁
っ
た
。
以
上
の
論
述
の
細
部
は
以
下
で
み

る
。
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
宋
の
爾
税
法
が
全
般
に
不
透
明
か
つ
複
雑
な
憧

系
と
し
て
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
、
そ
の
た
め
か
客
戸
と
か
戸
等
と
か
の
用
語
と
そ

の
概
念
が
、
爾
税
法
の
本
質
部
分
や
そ
の
推
移
と
必
ず
し
も
密
に
交
差
さ
れ
ず

に
使
わ
れ
、
意
味
を
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
近
年

に
な
っ
て
五
代
・
宋
初
に
つ
い
て
は
思
想
史
、
政
治
史
、
経
済
社
曾
史
、
文
化

史
で
も
時
系
列
を
た
て
、
よ
り
精
密
に
調
べ

る
必
要
が
設
か
れ
、
こ
う
し
た
手

績
き
が
、
連
績
性
と
断
紹
性
を
合
せ
て
き
め
細
か
に
考
え
る
う
え
で
だ
い
じ
だ

と
自
売
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
書
は
こ
の
方
向
線
に
そ
っ
て
ブ
ラ
ン
ク
を
埋
め
つ

つ
そ
の
延
長
で
な
さ
れ
た
努
作
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
評
者
は
本
書
の

和
線
に
つ
い
て
の
論
述
で
著
者
の
論
設
と
論
旨
に
深
く
か
か
わ
る
ほ
か
は
、
一

般
経
済
史
へ
の
関
心
と
い
う
角
度
か
ら
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

前
篇
を
め
ぐ
っ
て
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評
者
の
諌
ん
だ
限
り
で
は
、
後
篇
の
第
五
・

六
章
は
上
供
、
市
濯
、
均
輸
を

論
じ
て
、
「
上
供
」
を
め
ぐ
っ
て
一
貫
し
た
論
誼
を
提
供
し
て
い
る
。

と
こ
ろ

が
前
篇
は
課
税
政
策
を
、
後
篇
は
そ
の
運
用
を
そ
れ
ぞ
れ
設
く
形
で
篇
別
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
讃
ん
で
ゆ
く
と
後
篇
に
は
い
っ
て
い
る
戸
等
や
折
納
や
官
債

・

市
債
の
問
題
は
前
篤
を
讃
む
の
に
鉄
か
せ
な
い
。
編
集
の
う
え
で
や
む
を
え
な

い
と
も
思
わ
れ
る
が
、
時
系
列
に
沿
う
形
で
篇
を
分
け
な
お
し
た
方
が
讃
者
に

む
し
ろ
論
貼
を
わ
か
り
や
す
く
し
た
だ
ろ
う
。

序
論
を
含
め
て
前
篇
を
み
る
と
、
第
一

章
の

「
宋
代
雨
税
と
課
税
基
準
」

は
、
整
理
が
周
到
で
あ
り
、
以
下
の
議
論
の
前
提
を
な
す
知
識
を
提
供
し
て
い

る
。
唐
の
斜
斗
・
雨
税
銭
の
二
項
で
合
成
さ
れ
た
雨
税
法
は
、
「
斜
斗
」
の
額

の
査
定
で
は
創
始
の
前
年
(
七
七
九
〉

の
国
土
面
積
と
大
暦

(
七
六
六
J
七

九
)
中
の
最
高
賞
徴
額
に
も
と
づ
い
て

一
律
に
割
り
つ
け
て
い
た
も
の
が
、
唐

末
そ
し
て
五
代
の
江
南
で
国
土
の
等
級
に
按
じ
て
「
税
銭
」

で
累
進
査
定
す
る

方
向
に
餐
り
、

華
北
は
お
く
れ
て
十

一
世
紀
後
牢
の
方
回
均
税
法
の
も
と
で
方

式
が
江
南
に
準
ず
る
。

一
方
、
「
南
税
銭
」
も
草
創
の
と
き
に
は
大
暦
中
の
最

高
賞
徴
額
で
定
額
を
き
め
、

か
つ
戸
の
資
産
額
に
も
と
づ
き
累
進
賦
課
し
た
。

し
か
し
農
村
で
田
土
に

一
律
に
課
す
よ
う
に
な
り
、
唐
末

・
五
代
の
江
南
で
は

餅
斗
な
み
に
「
税
銭
」
に
よ
る
国
土
等
級
別
の
賦
課
が
庚
が
り
、
ま
た
絹
自
問
を

折
納
さ
せ
ず
に
見
銭
と
合
せ
て
夏
税
の
本
色
と
な
し
、
十
一

世
紀
初
め
か
ら

江
南
で
「
税
銭
」
に
も
と
づ
く
夏
税
枚
納
の
査
定
が
定
ま
り
、
華
北
で
は
右
の

方
田
均
税
法
の
施
行
の
も
と
、
夏
税
絹
由
巾
を
回
土
等
級
に
よ
っ
て
徴
し
、
こ
こ

に
全
土
に
つ
き
、
爾
税
を
田
土
の
面
積
お
よ
び
そ
の
等
級
に
按
じ
、
回
土
な
ど

資
産
評
債
の
指
数
で
あ
る

「
税
銭
」

(
産
銭
)
に
よ
っ
て
徴
す
る
シ
ス
テ
ム
に

落
着
い
た
、

と
い
う
制
度
襲
化
の
す
じ
み
ち
が
示
さ
れ
明
快
で
あ
る
。
こ
の
唐

の
爾
税
に
お
け
る
斜
斗

・
夏
税
銭
の
二
本
だ
て
、
雨
税
銭
の
折
納
化
、
北
方
夏

税
絹
折
納
の
本
色
化
、
査
定
方
式
の
国
土
搬
配
か
ら
国
土
等
級
別
賦
課
へ
の
流

れ
、
そ
の
南
北
の
推
移
ラ
グ
は
、
中
村
治
兵
衛
、
西
川
正
夫
、

周
藤
吉
之
氏
ら

が
五
代
の
均
税
、
宋
-初
の
雨
税
賦
謀
、
そ
し
て
北
宋
中
期
以
降
の
方
団
法
の
流

れ
を
考
え
た
と
き
に
想
定
で
き
な
か
っ
た
ブ
ラ
ン
ク
を
埋
め
た
だ
け
で
な
く
、

船
越
氏
が
修
正
し
た
税
法
の
原
則
と
そ
の
第
容
の
な
か
か
ら
、
北
宋
の
初
、
中

期
に
原
則
が
困
っ
て
ゆ
く
推
移
を
見
通
し
た
貢
献
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
制
度
推
移
を
著
者
の
よ
う
に
プ
ロ
グ
レ

ザ
シ
ヴ
に
見
る
メ
リ

ッ
ト

が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
逆
に
、
レ
グ
レ
ッ
シ
ヴ
(
遡
及
的
)
に
見
る
利
黙

と
の
バ
ラ
ン
ス
も
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
何
病
棟
氏
は
洪
武
の
賦
役

糞
加
、
魚
鱗
加
、
高
暦
の
賦
役
全
書
の
造
所
の

「流
れ
」
を
重
ん
ず
訂
v

清
初
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の
賦
税
の
原
額
の
設
定
に
こ
の
流
れ
が
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
何
氏

は
こ
の
見
通
し
か
ら
さ
ら
に
レ
グ
レ
ス
し
て
、
周
藤
氏
ら
が
と
ら
え
た
五
代
の

均
投
、
北
宋
の
方
回
法
、
南
宋
の
経
界
法
の
「
流
れ
」
の
論
護
を
官
同
く
評
債
し

た
。
著
者
は
北
宋
宇
ば
か
ら
の
方
団
法
を
も
っ
て
虞
範
に
行
な
わ
れ
た
よ
う
に

設
く
が
、
周
藤
氏
が
論
誼
し
た
よ
う
に
方
回
法
、
経
界
法
は
限
ら
れ
た
地
方
で

の
み
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
何
氏
の
設
で
は
ラ
ン
ド
・
サ
ー
ベ
イ
、
セ
ン
サ
ス
に

類
す
る
登
記
と
造
籍
で
は
、
帳
籍
へ
の
登
録
に
貨
放
を
あ
た
え
る
マ
シ
ナ
リ
l

(
造
籍
機
構
H

郷
村
制
〉
の
編
成
の
徹
底
が
だ
い
じ
で
、
こ
れ
を
飲
く
朕
況
で

は
自
己
申
告
や
郷
村
の
世
話
役
の
編
審
な
い
し
奮
籍
の
手
直
し
に
頼
っ
た
と
す

る。

一
方
、
清
代
税
制
を
扱
っ
た
王
業
鍵
氏
の
警
で
は
、
税
源
、
財
務
行
政
機

構
、
登
籍
、
査
定
の
各
市
慣
を
抑
え
た
う
え
で
、
則
例
の
指
針
と
財
政
の
賃
値
と

は
、
寅
は
采
離
し
て
い
た
と
説
く
。
王
氏
が
示
す
財
政
史
全
般
の
守
備
範
園
か

ら
い
う
と
、
本
書
で
は
官
田
租
入
、
官
業
牧
盆
、
指
納
、
商
税
、
間
接
税
、
新

税
な
ど
が
爾
税
法
の
コ
ア
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
考
察
か
ら
外
さ
れ
、
ま
た
政
府

曾
計
制
度
と
か
財
務
省
隠
の
し
く
み
に
も
あ
ま
り
筆
が
及
ば
な
い
。
原
理
の
推

移
は
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
そ
の
渡
見
か
ら
政
策
一
般
、
一
般
経
済
史
に
論
が

庚
が
る
と
き
、
い
ま
ひ
と
つ
フ
ォ
ロ
ー
し
か
ね
る
部
分
が
残
る
こ
と
を
こ
こ
で

は
指
摘
し
て
お
く
。

第
二
章

「
主
客
戸
制
と
課
税
制
到
策
」
は
、
お
も
な
税
源
と
し
て
の
土
地
の
登

籍
の
、
さ
ら
に
そ
の
前
提
を
な
す
納
税
義
務
者
の
登
籍
法
を
扱
う
。
唐
末

・
五

代

・
宋
の
雨
税
が
税
戸
(
五
代
末
か
ら
は
主
戸
〉
と
客
戸
の
別
と
か
ら
ん
で
推

移
し
た
の
は
、
こ
の
税
法
の
政
策
意
図
が
、
土
地
所
有
者
を
も
っ
て
終
始
納
税

者
と
考
え
て
推
移
し
て
い
る
な
か
で
、
公
私
の
国
土
開
墾
が
並
行
し
て
進
行

し
、
あ
る
い
は
地
主
の
佃
戸
と
な
り
、
あ
る
い
は
官
回
の
諾
佃
者
と
な
る
情
勢

が
庚
が
っ
て
い
た
こ
と
へ
の
針
膝
で
あ
る
と
す
る
。
著
者
は
客
戸
の
三
範
瞬
と

し
て
付
主
戸
の
戸
名
に
附
籍
さ
れ
た
佃
戸
、

同
荒
墾
田
系
列
の
官
回
を
耕
す
う

ち
に
、
最
低
三
J
五
畝
の
土
地
を
得
て
主
戸
化
し
て
ゆ
く
そ
の
「
前
段
階
」
の

も
の
、
同
地
主
の
佃
戸
で
も
官
田
耕
作
者
で
も
な
い
流
寓
者
で
、
非
農
業
枚
盆

で
生
活
す
る
戸
、
に
分
け
る
。
臼
の
項
は

一
般
讃
者
に
は
も
っ
と
読
明
が
い

る
。
付
に
つ
い
て
加
藤
繁
氏
は
北
宋
で
は
自
作
農
と
小
作
農
の
割
合
は
二
封
一

ぐ
ら
い
と
み
て
い
た
。
宋
代
の
雨
税
の
政
策
は
封
主
戸
政
策
お
よ
び
客
戸
の
主

戸
化
政
策
で
あ
っ
た
と
す
る
本
軍
の
論
旨
は
そ
れ
な
り
に
う
な

e

つ
け
る
。

著
者
は
雨
税
法
前
の
主
と
客
の
別
は
土
着
と
僑
寓
の
別
で
あ
っ
た
が
、
税
法

の
施
行
と
と
も
に
有
国
と
無
回
の
別
に
獲
っ
た
こ
と
、
五
代
か
ら
荒
田
の
官
固

化
、
そ
の
官
回
の
民
固
化
、
税
戸
の
鐙
出
と
い
う
政
策
の
流
れ
が
あ
り
、
合
せ

て
政
府
は
民
団
の
主
戸
戸
籍
下
の
客
戸
の
移
住
や
自
立
を
う
な
が
す
べ
く
、
こ

れ
に
つ
い
て
地
主
の
承
認
夜
行
を
不
要
と
し
た
こ
と
を
の
ベ
、
国
産
の
有
無
こ

そ
が
主
客
戸
を
分
つ
原
則
上
の
区
分
で
あ
っ
た
と
力
説
す
る
。
官
有
荒
田
の
開

墾
者
に
有
田
無
税
者
が
生
ず
る
の
は
入
殖
初
期
の
課
税
上
の
優
遇
期
聞
に
お
け

る
経
過
状
況
、
ま
た
主
戸
に
産
去
税
存
と
い
う
無
産
に
し
て
鎗
税
す
る
矛
盾
が

生
ず
る
の
は
行
政
の
疎
漏
の
反
映
で
あ
る
と
み
る
。

つ
づ
く
官
回
の
運
営
に
つ
い
て
の
こ
論
文
は
、
客
戸
を
三
範
鴎
で
と
ら
え
た

と
き
、
政
府
か
ら
み
て
客
戸
の
主
戸
化
を
は
か
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
中
心
を
な
す

部
分
の
解
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
官
回
の
地
目
構
成
内
容
と
運
営
に
つ
き
、
総

合
的
か
っ
創
見
に
み
ち
た
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
税
法
の
草
創
以
来
、
逃
楽

団
に
墾
戸
を
招
い
て
復
墾
さ
せ
て
挽
回
を
回
復
す
る
政
策
は
連
綿
と
縫
承
さ
れ

る
が
、
そ
の
際
に
回
産
を
抵
賞
し
て
請
佃
で
き
る
中
下
層
の
主
戸
に
復
裂
を
ま

か
せ
る
方
式
が
と
ら
れ
、
客
戸
に
復
墾
さ
せ
る
と
き
は
天
荒
田
、
無
主
回
を
あ

て
た
。
別
の
重
要
な
方
策
と
し
て
は
戸
紹
し
て
籍
淡
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
既
耕
の

枚
公
地
を
、
出
賀
し
て
民
固
化
す
る
政
策
が
北
宋
半
ば
よ
り
展
開
し
た
。
こ
の
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場
合
に
現
佃
人
が
承
買
す
る
と
き
に
は
、
か
れ
ら
が
投
下
し
た
「
功
力
」
を
回

債
と
は
別
に
評
債
す
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
「
耕
作
権
」
の
保
誼
と
は
い
え
な

い
。
ま
た
承
買
者
を
定
め
る
と
き
、
現
佃
人
↓
地
鄭
↓
無
回
産
中
等
以
下
戸
の

順
を
つ
け
た
。
承
買
で
自
耕
地
を
買
い
と
る
現
佃
人
に
は
国
債
の
二
割
引
き
を

許
す
が
、
承
買
の
資
力
が
な
い
と
き
、
官
は
入
札
に
付
し
て
高
額
落
札
者
に
承

佃
さ
せ
る
(
刻
佃
)
。

要
す
る
に
皐
回
、
職
固
な
ど
の
系
列
は
さ
て
お
き
、
宋
代
の
お
も
な
官
田
は

地
目
系
統
別
に
請
佃
法
と
出
費
法
の
二
大
方
式
で
管
ま
れ
、
受
方
と
も

「
官
田

の
税
固
化
」
で
通
底
す
る
と
い
う
論
旨
で
あ
る
。
宋
の
官
田
の
構
成
と
運
用
を

こ
こ
ま
で
整
理
し
掘
り
下
げ
た
功
績
は
大
き
い
。
だ
が
経
済
史
家
は
問
う
だ
ろ

う
。
も
し
宮
田
の
挽
回
化
が
雨
税
蓄
額
の
復
奮
(
諾
佃
)
、
新
額
の
設
定
(
出

頁
〉
に
し
か
く
抜
本
的
に
貢
献
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
政
府

統
計
の
耕
地
・
人
口
努
化
に
連
動
し
、
税
源
の
な
か
の
土
地
そ
の
な
か
の
官
民

別
地
目
の
比
重
構
成
は
ど
う
推
移
し
た
の
か
。

嘗
面
の
射
程
外
で
は
あ
る
が
、

南
宋
末
、
太
湖
周
迭
の
公
団
が
元
、
明
清
に
抜
大
さ
れ
た
う
え
で
民
固
化
す
る

流
れ
も
同
じ
闘
式
に
入
る
の
か
、

な
ど
。
刻
佃
の
議
論
に
つ
き
園
有
地
の
特
殊

性
を
い
い
放
つ
だ
け
で
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
と
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
観
貼
の
す
れ

ち
が
い
を
示
す
だ
け
で
あ
る
。
官
回
は
資
料
が
よ
く
残
り
、
総
鐙
的
に
粗
放
地

が
多
い
こ
と
は
争
え
な
い
。
経
営
が
粗
放
か
ら
揚
棄
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
社

曾
慣
行
上
の
権
利
関
係
の
愛
生
を
占
う
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
て
い
る
。
議
問
初
期

の
入
殖
な
ど
か
ら
縛
わ
る
情
報
に
つ
き
、
著
者
の
論
法
を
用
い
た
ら
ど
う
な
る

だ
ろ
う
。
つ
い
で
だ
が
、
嘉
一
服
二
年
に
戸
紹
回
を
康
恵
倉
に
入
れ
て
租
佃
さ
せ

た
こ
と
は
、
文
脈
上
は
県
寧
の
常
卒
新
法
(
青
苗
法
)
へ
の
前
史
で
あ
る
。
や

が
て
提
翠
常
卒
康
恵
倉
兼
農
回
水
利
差
役
使
が
推
進
役
と
な
っ
て
、
天
下
の
常

卒
倉
の
銀
本
銭
穀
が
一
患
に
充
貸
し
た
。
税
田
化
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
犯

つ
ぎ
の
「
身
丁
銭
の
諸
系
統
」
の
論
詮
は
、

「雑
纂
の
賦
」
系
列
の
雑
税
の

知
識
に
突
破
口
を
ひ
ら
い
た
堅
貧
な
前
進
で
あ
る
。

三
系
統
が
あ
り
、

五
代
南

方
の
沿
徴
と
し
て
の
そ
れ
は
、
雨
続
本
慢
の
ご
と
く
「
税
銭
」
で
査
定
し
て
回

税
化
す
る
こ
と
が
お
く
れ
、
客
戸
に
も
負
わ
せ
て
い
た
廟
銭
系
の
沿
徴
は
、
国

産
の
な
い
客
戸
に
射
し
て
丁
に
妓
じ
て
課
し
、
こ
の
ほ
か
北
宋
末
か
ら
の
窓
盟

系
の
新
税
と
し
て
の
そ
れ
、
さ
ら
に
南
宋
の
湖
北
で
菌
米
を
補
う
了
税
米
が
あ

っ
た
。

後
篇
を
め
ぐ
っ
て

冒
頭
の
二
章
「
戸
等
の
定
立
と
そ
の
機
能
」、

「
戸
等
と
役
法
」
は
、
宋
が

全
土
の
統
一
を
と
げ
た
直
後
か
ら
改
善
を
迫
ら
れ
た
大
難
題
、
つ
ま
り
「
賦
役

未
均
」
の
解
消
策
と
し
て
推
進
さ
れ
て
ゆ
く
戸
等
査
定
の
機
能
に
つ
い
て
の
議

論
で
あ
る
。
戸
等
制
の
推
移
そ
の
も
の
が
入
り
く
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、
問

題
は
役
法
、
諸
税
、
郷
村
制
そ
し
て
賑
悩
な
ど
に
庚
く
か
か
わ
り
、
ぼ
う
大
な

史
料
の
整
理
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
爾
章
は
こ
の
蓄
積
に
射
し
て
ひ

と
つ
の
総
合
解
穆
を
下
す
も
の
で
あ
る
。

唐
の
爾
税
銭
は
奮
戸
税
を
吸
牧
し
た
こ
と
で
戸
等
査
定
法
を
内
包
す
る
が
、

麿
末
・
五
代
を
つ
う
じ
て
税
法
が
戸
等
査
定
と
つ
よ
く
相
関
し
た
鐙
壊
は
す
く

な
く
、
つ
ま
り
は
知
識
は
.
フ
ラ
ン

ク
に
近
い
。
宋
は
九
八

O
年
に
九
等
戸
制
、

一
O
三
四
年
に
五
等
戸
制
を
敷
く
。
前
者
は
爾
税
の
輪
納
、
科
振
の
鐙
定
と
か

そ
の
方
法
の
調
整
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
科
源
の
大
口
は
差
役
で
あ
っ

た
。
科
波
等
は
戸
等
す
な
わ
ち
民
戸
の
階
層
別
の
資
産
等
級
、
に
制
割
腹
し
て
定

め
ら
れ
調
整
さ
れ
る
。
こ
の
資
産
評
債
は
ま
ず
回
産
の
面
積
と
等
級
を
「
税

銭
」
で
表
示
し
た
多
寡
を
ベ

l
ス
に
し
て
き
め
る
が
、
ま
だ
全
園
レ
ヴ
ェ
ル
で

こ
の
方
式
が
定
着
し
な
か
っ
た
嘗
時
、
一
戸
の
全
資
産
の
貨
幣
表
示
「
物
力
」
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を
二
次
的
に
加
味
し
た
。
五
等
戸
制
の
も
と
で
は
、
華
北
で
は
五
等
戸
則
に
物

カ
を
加
上
す
る
方
式
、
江
南
で
は
税
銭
額
に
物
力
を
加
上
す
る
方
式
へ
と
す
す

み
、
「
戸
等
割
腹
」
と
の
ず
れ
が
ひ
ろ
が
プ
た
。

一
O
六
九
年
か
ら
曲
折
を
み

な
が
ら
南
宋
へ
と
つ
づ
い
た
募
役
法
の
も
と
で
は
、
資
産
の
総
合

・
精
密
査
定

の
方
向
が
す
す
み
、
さ
ら
に
保
甲
制
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
職
役
は
事
質

上
の
差
役
と
し
て
運
営
さ
れ
た
。
華
北
で
は
お
お
む
ね
物
カ
を
、
江
南
で
は
税

銭

・
産
銭
を
査
定
の
基
準
と
す
る
地
域
差
が
の
こ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
役
と

戸
等
と
は
釆
離
し
、
戸
等
は
雨
税
や
附
加
税
を
課
す
と
き
の
「
足
切
り
」
、

す

な
わ
ち
特
定
等
第
戸
に
賦
課
封
象
を
く
く
り
、
雨
税
と
は
濁
立
し
た
基
準
で
資

産
評
債
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
論
設
に
立
っ
て
著
者
は
前
人
の
逼
設
へ
の
批
判
、
評
者
か
ら
み
る
と
自

設
の
防
衡
を
試
み
る
。
論
黙
は
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
。
第

一
は
戸
等
制
は
な

か
ん
ず
く
差
役
・
募
役
の
法
、
そ
し
て
科
仮
に
か
か
わ
っ
て
展
開
を
と
げ
た

が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
雨
税
法
の
本
笹
に
卸
し
て
み
れ
ば
、
国
土
面
積
と
等
級

に
按
じ
て
量
ら
れ
る
爾
税
額
が
査
定
の
基
準
で
あ
り
、
戸
等
は
そ
の
運
用
調
整

の
手
段
で
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と
。
「
雨
税
は
戸
等
を
媒
介
と
し
て
課
さ
れ
た
」

と
す
る
の
は
ゆ
え
に
過
剰
解
稼
で
あ
る
と
す
る
。
第
二
は
、
結
論
は
右
と
同
じ

こ
と
に
な
る
が
、
宋
代
の
戸
等
制
は
新
法
前
後
以
降
の
職
役
の
募
役
化、

そ
し

て
同
時
並
行
的
に
生
じ
た
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
科
源
の
課
徴
と
連
動
し
た
、

一
種

別
系
統
の
財
政
運
用
の
誕
生
で
は
な
い
か
と
す
る
推
定
に
針
し
て
は
、
元
・
明

ま
で
の
戸
等
運
用
の
事
例
を
引
い
て
却
け
る
。
こ

こ
で
は
著
者
は
み
ず
か
ら
の

募
役
法
の
意
義
づ
け
を
示
す
べ
き
だ
ろ
う
。

つ
づ
く
「
宋
代
雨
税
の
折
納
」
、
「
納
税
債
格
と
市
場
債
格
」
は
、

唐
の
雨

税
銭
の
銭
額
銭
納
、
斜
斗
の
物
額
物
納
の
原
則
が
、
な
ぜ
い
か
に
し
て
宋
代
雨

税
の
物
額
物
納
の
傾
向
性
に
繊
買
っ
た
の
か
を
論
詮
す
る
。
こ
こ
で
も
唐
代
雨
税

法
に
附
し
た
船
越
氏
の
修
正
が
考
察
の
出
設
貼
を
な
す
が
、
折
納
問
題
を
唐

末

・
五
代
・

宋
に
か
け
て
追
求
し
、
こ
れ
と
表
裏
を
な
す
折
債
の
解
明
、
和
預

買
絹
、
折自巾
銭
の
位
置
づ
け
に
お
よ
ぶ
論
述
は
新
鮮
か
つ
重
要
な
貢
献
で
あ

り
、
濁
壇
場
と
評
債
で
き
る。

唐
が
雨
税
銭
の
銭
納
を
掲
げ
た
の
は
先
進
地
を
頭
に
お
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う

が
、
税
法
の
推
移
に
と
も
な
い
、
た
ぶ
ん
通
貨
の
普
及
紋
況
を
考
え
て
、
一関
税

銭
の
絹
吊
に
よ
る
折
納
に
と
り
く
む
。
そ
れ
は
雨
税
銭
額
を
鹿
佑
絹
島

・
賀
佑

絹
申
巾
・
見
銭
の
三
項
に
按
分
し
て
課
す
も
の
で
あ
っ

た
。
宋
初
ま
で
の
聞
に
華

北
で
は
賓
佑
(
市
債
〉
と
虚
佑
(
政
策
債
格
)
の
折
納
部
分
が
雨
税
銭
額
と
封

態
し
な
く
な
り
、
本
色
絹
自
巾
と
見
銭
の
二
項
に
鋳
し
、
江
南
で
は
銭
納
の
本
色

税
銭
を
絹
由
巾
の
虚
佑
で
折
納
さ
せ
た
。

宋
の
威
卒
三

(一

O
O
O〉
年
、
江
南

に
お
い
て
税
銭
の
額
の
う
え
に
政
府
需
要
の
絹
自
巾
を
ふ
り
あ
て
て
夏
税
の
正
税

と
し
た
。
こ
こ
に
南
北
に
わ
た
っ
て
物
納
方
式
が
な
り
虚
佑
は
消
滅
す
る
。
さ

て
北
宋
の
和
預
買
は
こ
う
し
て
定
額
化
し
た
夏
税
絹
吊
が
官
方
の
需
給
の
第
動

に
理
性
を
輿
え
る
べ
く
生
ま
れ
た
附
加
税
に
類
す
る
も
の
で
、
こ
れ
も
定
額
を

と
も
な
っ
た
。
南
宋
の
折
吊
銭
は
夏
税
と
和
預
買
を
合
せ
た
絹
申
m
の
額
に
つ
き

上
供
部
分
を
定
額
化
し
た
う
え
で
、
そ
の
一
部
を
見
銭
で
折
納
し
た
も
の
で
あ

る
。
思
う
に
雨
税
銭
の
賦
課
と
政
府
の
貨
幣
供
給
が
か
り
に
マ
ッ
チ
す
れ
ば
、

社
曾
の
貨
幣
経
済
化
は
先
進
地
か
ら
後
進
地
に
波
及
す
る
園
式
で
あ
る
。
し
か

し
貨
幣
供
給
が
安
定
を
飲
い
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
経
済
の
地
域
差
が

生
じ
て
い
た
。
銭
納
を
す
す
め
、
土
地
買
賓
の
制
限
を
撤
醐
脱
す
れ
ば
、

貨
幣
を

武
器
と
し
て
の
土
地
集
積
を
方
向
づ
け
る
。
あ
え
て
夏
秋
税
の
牧
納
額
を
物
納

か
つ
定
額
化
し
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
著
者
が
譲
み
と
る
よ
う
な
「
政
策
」
の

影
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
下
の
均
輪
法、

和
維
に
か
か
わ
る
こ
章
は
、
評
者
の
関
心
お
よ
び
史
料
知
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識
に
近
い
の
で
勉
強
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
北
宋
、
南
宋
と
も
上
供
を
定
額
化

す
る
流
れ
が
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
東
南
六
路
の
上
供
米
に
つ
い
て
は
こ
れ
も
定

額
化
し
た
和
纏
が
存
し
、
こ
れ
を
新
法
期
に
積
極
活
用
し
た
も
の
が
「
均
輪

法
」
で
あ
る
と
い
う
新
鮮
な
見
解
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
上
供
を
和
懇
で
補
完
す

る
形
は
、
南
宋
初
に
上
供
の
寅
徴
額
が
激
減
し
た
た
め
に
、
三
総
領
所
お
よ
び

戸
部
の
和
維
と
い
う
方
式
で
踏
襲
さ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
は
評
者
と
大
筋
で
は
同

じ
で
あ
る
。
紹
興
二
九
(
一
一
五
九
〉
年
、
金
軍
が
再
度
の
侵
攻
を
準
備
す
る

状
況
の
な
か
で
、
新
し
い
上
供
の
定
額
が
定
ま
る
と
と
も
に
、
和
維
を
上
供
の

補
完
と
せ
ず
に
切
り
離
し
、
増
量
し
て
も
っ
ぱ
ら
備
蓄
に
あ
て
た
。
そ
の
以
前

に
は
留
州
を
控
除
す
る
徐
俗
が
な
か
っ
た
の
に
反
し
、
生
産
の
伸
び
た
地
方
で

は
固
定
上
供
額
の
作
用
で
留
州
に
も
ゆ
と
り
が
で
き
た
。
南
宋
紹
興
の
牟
ば
に

和
雑
額
が
定
額
化
し
た
と
き
、
北
宋
の
上
供
奮
額
の
目
標
を
充
た
す
べ
く
地
方

の
秋
苗
が
留
州
も
曲
演
さ
ず
迭
達
さ
れ
た
の
に
比
べ
、
紹
興
二
九
年
の
改
革
は
新

局
面
を
ひ
ら
い
た
と
設
か
れ
、
こ
れ
は
新
し
い
寄
輿
で
あ
る
。

四

若

干

の

感

想
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全
篇
を
通
じ
て
本
書
の
議
論
は
明
快
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
明
快
さ
の
ゆ
え
に

逆
に
フ
ォ
ロ
ー
し
か
ね
る
と
こ
ろ
が
残
る
と
感
じ
と
る
の
は
評
者
だ
け
だ
ろ
う

か
。
讃
ん
で
ゆ
く
と
明
快
さ
を
生
み
だ
し
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
が
、
政
策

(
原
則
〉
と
そ
の
運
用
(
洗
鎌
〉
と
い
う
封
置
法
に
ひ
そ
む
よ
う
に
み
え
て
く

る
。
こ
の
論
法
を
通
す
こ
と
に
な
る
と
島
居
氏
の
い
う
政
策
と
は
評
者
の
考
え

る
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
で
は
む
し
ろ
な
く
、
宋
J
清
の
濁
裁
官
僚
図
家
の
統
治

理
念
と
い
う
べ
き
、
長
大
な
ス
パ
ン
の
批
大
な
シ
ス
テ
ム
に
む
す
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
二
つ
の
先
取
さ
れ
た
想
定
が
あ

る。

A
、
「
唐
宋
獲
草
」
に
感
ず
る
園
の
政
策
は
明
清
の
そ
れ
の
先
行
的
な
鋳

型
で
あ
り
、
一
貫
し
て
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
B
、
社
曾
を
形
づ
く
り
統
治
の
方

向
づ
け
を
す
る
園
の
政
治
行
動
は
、
つ
ね
に
中
央
か
ら
末
端
へ
と
流
れ
、
中
央

集
権
の
力
は
時
を
お
っ
て
強
く
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
大
ま
か
な
単
系
愛
展
の

時
代
医
分
論
と
逼
底
し
て
い
る
B
に
は
評
者
は
そ
の
ま
ま
つ
い
て
ゆ
け
な
い
。

近
一

O
O
O年
期
に
限
っ
て
み
て
も
、
中
園
の
歴
史
の
動
態
は
、
膨
張
の
周

期
、
牧
縮
の
周
期
、
開
放
の
周
期
、
閉
鎖
の
周
期
、
中
央
集
中
の
周
期
、
地
方

分
散
の
周
期
が
、

生
起
し
交
代
す
る
波
動
を
織
り
ま
ぜ
な
が
ら
推
移
し
て
き

た
。
か
り
に
全
世
と
し
て
の
歴
史
の
軌
道
は
大
河
の
ご
と
き
時
の
流
れ
に
映
っ

て
も
、
内
部
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
バ
ラ

ン
ス
か
ら
生
ず
る
周
期
交
代
は
一
様
で
は
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
現
象
と
し
て
の
地
域
偏
差
は
多
元

・
多
様
で
あ
っ
た
。
北
宋

の
新
法
時
代
に
比
べ
た
ら
、
南
宋
で
は
北
宋
の
呂
大
鈎
の
郷
約
の
考
え
を
地
方

祉
曾
で
貧
践
し
た
祉
倉
、
州
拳
や
豚
皐
の
設
立
よ
り
も
情
熱
を
投
じ
た
書
院
、

王
安
石
の
皐
と
は
路
線
を
異
に
し
た
道
皐
の
流
れ
が
浮
上
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
中
央
政
府
(
官
)
が
民
(
私
〉
に
直
接
に
働
き
か
け
る
と
い
う
よ
り
も
、

中
関
に
「
公
の
領
域
」

(
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
ス
ペ
ー
ス
〉
が
意
識
さ
れ
は
じ
め
、

こ
の
流
れ
が
む
し
ろ
後
世
に
影
を
投
じ
て
ゆ
く
。
政
府
・
と
祉
曾
の
関
係
を
ソ
1

シ
ア
ル
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
嘗
然
に
こ
の
流
れ
に
メ

ス
を
入
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
中
央
集
権
の
存
在
は
そ
の
南
宋
で
も
、

の
ち
の
時
代
で
も
織
誼
で
き
る
。
問
題
は
そ
れ
を
一
枚
岩
、
一
率
加
速
強
化
の

流
れ
と
し
て
考
え
て
し
ま
う
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

も
し
著
者
が
中
央
か
ら
全
土
に
向
け
て
放
っ
政
術
を
問
う
の
で
あ
れ
ば
、
考

察
の
焦
黙
は
新
法
の
前
史
を
含
め
て
そ
の
盛
期
に
お
い
て
し
か
る
べ
き
だ
が
、

本
書
で
は
こ
の
時
期
を
「
運
用
の
精
級
化
」
と
み
る
論
法
で
あ
る
。

唐
末
か
ら

宋
初
に
原
型
を
形
づ
く
っ
た
税
法
が
、
右
の
時
期
に
リ
フ
ァ
イ
ン
さ
れ
た
と
い

う
だ
け
で
は
、
新
法
の
前
史
、
昂
揚
期
に
中
央
か
ら
全
土
に
む
け
て
の
政
衡
を
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激
論
し
た
新
奮
商
法
黛
の
政
治
家
が
、
こ
の
期
の
杜
曾
経
済
第
化
の
大
す
じ
を

一
睡
ど
う
と
ら
え
て
庭
方
婆
を
練
っ
て
い
た
か
が
停
わ
っ

て
こ
な
い
。

枇
曾
経
済
同
繋
化
と
い
え
ば
、
明
白
に
看
取
で
き
る
通
貨
の
供
給
増
、
総
迭
手

段
の
殺
率
化
、
生
産
の
分
業
、
産
業
の
特
化
、
都
市
(
都
市
人
口
〉
の
設
展
、

市
場
町
の
普
及
、
要
す
る
に
枇
舎
の
一商
業
化
に
つ
い
て
本
書
は
帥
臥
し
て
諮
ら
な

い
。
前
近
代
一
商
業
を
も
っ
て

一
律
に
小
商
品
生
産
段
階
に
止
る
と
教
科
書
的
に

規
定
す
る
ゆ
え
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
税
政
史
を
標
傍
す
る
本
書
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、

そ
の
財
政
枚
盆
比
重
が
す
で
に
宋
初
か
ら
高
く
、
新
法
を
へ

て
ま
す
ま
す
政
府
枚
盆
の
上
で
重
き
を
な
し
て
き
た
堕

・
茶
・
香
繋
の
牧
盆
、

し
だ
い
に
ふ
え
た
一関
税
、
市
舶
の
利
、
都
市
民
の
税
負
傍
な
ど
を
バ
イ
パ
ス
で

き
な
い
理
窟
で
あ
る。

か
り
に
議
論
を
華
北
そ
し
て
農
村
社
舎
に
限
っ
た
と
し
て
も
、
沿
迭
の
市

級
、
市
場
、
背
苗
法
、
募
役
法
、
和
預
貿
絹
な
ど
の
方
策
は
、
一
定
程
度
の
、

事
貸
上
の
貨
幣
経
済
の
浸
透
を
ぬ
き
に
し
て
は
解
析
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
青

苗
銭
・
青
苗
法
は
華
北
に
お
け
る
豪
民
・
富
一商
の
「
穆
放
」
・
「
課
銭
」

と
よ
ば

れ
る
生
産
・
消
費
前
貸
を
政
府
が
先
制
し
て
ブ
F

ッ
タ
す
る
考
案
で
あ
っ

て
、

快
西
で
試
行
さ
れ
た
も
の
を
王
安
石
は
明
州
治
で
質
験
し
て
い
る
。
沿
迭
の
市

終
に
と
も
な
っ
て
華
北
で
は
今
日
か
ら
み
れ
ば
擬
似
的
な
市
場
統
合
が
一
定
程

度
す
す
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
開
封
中
心
の
「
京
畿
路
」
の
存
在
も
無
観
で

き
な
い
。
祉
舎
不
安
と
交
通
数
率
の
悪
さ
も
あ
っ
て
華
北
の
生
産
力
は
回
復
途

上
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
さ
り
と
て
華
北
の
農
民
経
済
が
一
概
に
↓
粧
品
目

の
一
商
業
化
の
波
か
ら
外
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

さ
ら
に
釜
舗
の
思
い
を
こ
め
て
い
え
ば
、
園
家
舎
計
制
度
、
造
籍
の
組
織
と

手
綴
き
、
郷
村
制
度
の
寅
鐙
と
敷
率
な
ど
の
財
政
史
一
般
の
守
備
範
囲
の
領
域

へ
の
言
及
が
ほ
し
い
。
登
籍
が
自
貫
主
義
で
あ
る
の
か
、
職
役
に
委
任
し
た
の

か
、
あ
る
い
は
官
憲
の
立
ち
入
り
調
査
な
の
か
、
セ
ン
サ
ス
テ
l
ヵ
l
の
機
構

が
完
備
し
て
い
た
の
か
否
か
、
政
策
と
そ
の
運
用
の
精
細
化
し
た
結
果
が
枚
盆

楢
に
つ
な
が
り
、
籍
帳
や
舎
計
録
の
う
え
に
如
寅
に
反
映
し
て
い
る
の
か
ど
う

か
。
唐
も
明
も
清
も
王
朝
の
後
牢
に
な
る
と
本
来
の
税
源
で
あ
る
土
地
税
よ
り

も
間
接
税
が
牧
金
上
の
比
重
を
高
め
て
い
る
。
宋
の
諸
税
の
牧
金
配
分
の
バ

ラ

ン
ス
は
ど
う
推
移
し
た
の
か
。

こ
れ
に
関
連
し
て
王
朝
初
期
の
税
牧
盆
の
定
額

を

「
租
宗
の
法
」
と
し
て
遜
守
す
る
慣
わ
し
を
宋
代
に
も
見
出
せ
る
と
思
う
が

ど
う
か
。

本
書
を
讃
ん
で
、
宋
代
は
開
墾
政
策
が
旺
盛
な
時
期
で
あ
り
、
こ
れ
に
伴
っ

て
大
量
の
移
住
入
殖
者
の
定
着
化
に
政
府
の
努
力
が
挑
わ
れ
た
こ
と
が
了
解
で

き
た
。
す
で
に
土
地
税
の
時
代
で
あ
り
そ
れ
を
税
法
の
根
幹
に
お
く
べ
き
努
力

も
一
貫
し
て
い
た
こ
と
も
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
た
。
た
だ
し
こ
の
流
動
し
激

獲
し
つ
つ
あ
る
時
代
に
、
少
く
と
も
明
初
の
里
甲
制
の
断
行
に
匹
敵
す
る
よ
う

な
徴
税
機
構
が
備
っ
て

い
た
か
に
つ
い
て
は
評
者
は
む
し
ろ
懐
疑
的
で
あ
る。

麿
末

・
五
代
か
ら
宋
初

へ
の
雨
税
法
の
流
れ
は
本
書
で
よ
り
詳
し
く
な
っ
た
。

問
題
は
や
は
り
北
宋
中
・
後
期
の
推
移
で
あ
ろ
う
。
も
し
南
宋
か
ら
政
策
の
流

れ
が
北
宋
新
法
期
の
そ
れ
と
ち
が
う
方
向
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

著
者
の
ね
ら

い
を
こ
の
新
法
期
に
し
ぼ
り
、
も
っ
と
多
元
、
多
重
の
親
黙
で
税
法
の
経
過
を

追
う
べ
き
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
唐
宋
の
拙
皮
革
」
に
園
の
政
術
が
正
面
か
ら
切

り
こ
ん
だ
の
は
こ
の
期
で
あ
り
、

そ
れ
は
か

つ
て
の
中
園
史
上
で
比
類
の
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
は
税
政
史
を
掲
げ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
財

政
史
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
日
野
関
三
郎
、
曾
我
部
静
雄
、

草
野
靖
氏
ら
の

財
政
史
を
そ
れ
な
り
に
整
理
し
て
、

位
置
づ
け
や
残
さ
れ
た
空
白
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
手
続
き
を
冒
頭
で
ふ
む
こ
と
も
ま
た
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス

史
四
月
干
の
看
法
、
展
望
、
用
語
、
言
設
に
な
じ
む
譲
者
も
い
れ
ば
、
そ
う
で
な
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ぃ
、
関
心
を
異
に
す
る
人
々
も
い
る
。
こ
と
に
海
外
で
は
そ
う
だ
。
庚
い
護
者

層
に
本
書
の
精
髄
を
わ
か
り
や
す
く
停
え
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
。

本
書
に
ソ
l
シ
ァ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
期
待
し
て
讃
む
讃
者
に
は
地
域
・
地

方
の
兵
種
的
動
態
が
必
ず
し
も
よ
く
俸
わ
っ
て
こ
な
い
。
す
ぐ
れ
た
詳
し
い
地

方
士
山
が
(
南
宋
し
た
が
っ
て
江
南
に
多
い
と
は
い
え
)
残
っ
て
い
る
の
に
、
で

あ
る
。
評
者
は
か
つ
て
南
宋
の
海
上
貿
易
の
盛
行
を
の
べ
た
と
き
、
市
舶
司
が

存
す
る
以
上
、
政
府
貿
易
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
と
の
評
を
う
け
た
こ
と
が

あ
る
。
一
九
七
五
年
に
泉
州
沈
船
が
出
土
し
て
か
ら
、
こ
う
し
た
評
は
な
く
な

っ
た
。
一
般
社
曾
経
済
史
の
事
貧
を
確
定
す
る
ベ
l
ス
が
お
そ
い
か
ら
と
い
っ

て
、
制
度
の
骨
組
み
か
ら
ソ
l
シ
ァ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
書
く
と
き
、
過
大
、

過
小
の
解
緯
の
流
れ
な
し
と
は
い
え
な
い
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
閣
の
祉
舎
に
封
す
る
役
割
は
、
ど
の
角
度
か
ら
中
園
史
に

迫
る
に
せ
よ
、
だ
い
じ
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
ス
タ

ン
ス
に
は
展
望

の
柔
軟
き
そ
し
て
バ
ラ
ン
ス
が
ほ
し
い
。
政
策
と
そ
の
運
用
と
い
っ
て
も
多
義

で
あ
る
。
原
則
は
あ
く
ま
で
貫
か
れ
、
第
容
と
み
え
る
の
は
そ
の
運
用
の
妙
で

あ
る
と
も
設
け
る
し
、
い
や
そ
う
し
た
運
用
は
寅
は
換
骨
院
胎
な
の
だ
と
も
設

け
る
。
さ
ら
に
原
則
な
い
し
政
策
と
い
え
ど
も
、
長
期
的
な
描
変
動
に
と
も
な
う

さ
ま
ざ
ま
な
周
期
に
連
動
し
て
い
る
と
も
読
け
る
。
と
も
か
く
本
書
は
著
者
の

深
い
蓄
積
に
根
を
お
ろ
し
つ
つ
、
「
唐
宋
獲
革
」
と
概
括
さ
れ
て
き
た
寅
堕
に

封
し
、
財
政
史
か
ら
時
系
列
展
望
を
輿
え
、
も
っ
て
遠
績
性
と
断
紹
性
に
つ
き

よ
り
き
め
細
か
な
再
考
を
促
し
た
力
作
で
あ
る
と
考
え
る
。
江
湖
に
庚
く
讃
ま

れ
て
、
そ
の
反
面
胞
の
な
か
か
ら
あ
た
ら
し
い
研
究
が
開
け
て
く
る
こ
と
を
切
望

す
る
。
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