
マ ーー---苛 一明官ヲ::''''-;'~

犬
正
岡
草
六
四
ニ
曲
T
-
a
'
m当
理
由
胃
偏
物
認
可

a'n-副
司
図
書
得

ず一寸，....._，._~_c 一 一一一一 一一一一一一ーマー←ー-->- 一-
w 

ヨ寛 伊回同句・4

辛子電車E日 -y司 F 巳昼f!'.)'，.芽百四百召

• 
持 続資経
'J国 持本持
1 本形政
て 質成策
ノ鵬論のの
1/ 白根

重1J本L

>"性義

~....'禍:に
の?

15:三

量晶

画圃

叢

麓

輔

-
・
法
畢
博
士
一
脚
戸

.
-
文
畢
博
士
高
田

経
霊
平
博
士
石
川

韓興保正

三馬主住

E
F
F
-
z
・n

、
1
0
3
1↓
」

K
V
H
H

1
H
A
閣
ヲ
限
片
2
4
A
J
I
J
a
ご

E

E
レ
一
一
↓

g
f
，
、
コ
寸
ぜ

j

1

J

i

-

-

f

J

一

|

日
両
農
業
牧
徒
恥
法
判
い
か
農
業
移
民
・

-

M

暗
部
皐
士
八
木
芳
之
助

掴
九

萌

勘
定
皐
説
に
就
い
て

資
本
書
積
論
・
・

-・・
l

i

l

i

-

-

4

・
・
・
・

説

-91! 

経
漕
皐
土
地
川
虎
コ
一

経

一

言

干

士

柴

田

敬

不
況
時
町
時
中
小
企
業
の
遁
庭
能
力
・
・
極
海
皐
士
大
塚

ロ
リ
ヤ
の
観
た
る
世
界
恐
慌
原
因
・
・
・
経

Z
Z
松

岡

附
m

鵠
蝉

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題

一
朗

孝

児

聞い----一



経

持

本

質

ニ"-̂-
iiJllJ 

(ー)

石
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血目

序

人
間
的
世
舎
的
歴
史
的
貫
在
記

g
R
E岳
民

m
E一三
E
P
一一円
7
1
m
g
n
r
R
Z
一一円}おさ

-E一
円
耳
目
与
を
共
通
の
研
究

樹
象
と
し
て
居
る
馳
に
於
て
精
榊
諸
科
皐
は
自
然
諸
科
事
よ
り
匝
別
せ
ら
れ
、
而
し
て
粧
糟
準
は
こ
の
賓
在
の
経

神
的
側
耐
な
ぞ
の
刷
兜
封
象
止
す
お
こ
h

と
に
よ
っ

T
仙
の
柑
柳
誠
科
事
よ
h
ノ
匝
川

Z
れ
石
口
か
(
て
こ
の
宵
在
mu一

艦
掛
的
本
質
的
構
造
を
明
に
す
る
こ
と
は
粧
持
率
の
基
礎
を
置
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
こ
の
こ
と
は
如
何
に
し
可
能
で
あ
る
か
。
従
来
経
掛
の
本
質
を
規
定
せ
ん
と
し
た
方
法
に
於
て
は
主
観

主
義
と
客
観
主
義
と
の
封
立
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
異
に
鰹
捕
の
本
質
を
明
に
せ
ん
と
せ
ば
、
こ
の
雨
者
の

封
立
を
克
服
し
雨
者
を
止
揚
す
る
よ
り
具
瞳
的
な
る
立
場
に
立
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
で
こ
の
立
場
よ
り

経
済
の
本
質
を
明
に
す
る
こ
と
は
こ
の
賓
在
の
経
済
的
本
質
的
構
造
を
明
に
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く

て
先
づ
鰹
梼
本
質
論
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

-
、
鰹
漕
本
質
論
の
方
法

先
づ
粧
梼
本
質
の
規
定
方
法
に
於
け
る
主
観
主
義
と
客
観
主
義
と
の
封
立
を
見
A
に
、
往
年
我
経
梼
皐
界
に
於

経

器専

木

質
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て
行
は
れ
た
る
踊
田
博
士
封
左
右
田
博
士
の
論
争
も
こ
の
一
例
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
本
質
規
定
の
出
後

貼
を
欲
望
に
と
る
と
こ
ろ
の
一
繭
田
博
士
等
の
立
場
を
心
理
主
義
な
り
と
非
難
せ
し
左
右
田
博
士
は
自
ら
7
ヴ
ケ

Y

ト
の
「
皐
の
哲
皐
」
の
立
場
に
立
ち
全

t
心
理
主
義
を
排
斥
し
貨
幣
概
念
念
以
て
鰹
惜
の
本
質
と
し
七
の
で
あ
る

が
、
一
繭
田
博
士
は
こ
の
立
場
を
論
理
主
義
な
り
と
し
て
難
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
前
者
は
欲
望
な
る
主
観
的
保
件

を
極
構
の
本
質
的
規
定
の
出
後
貼
と
す
る
酷
に
於
て
主
観
主
義
で
あ
h
、
後
者
は
こ
の
主
観
的
保
件
を
全
〈
排
し

貨
幣
な
る
客
観
的
保
件
に
於
て
粧
神
本
質
を
求
め
る
貼
に
於
て
客
観
主
義
で
あ
る
と
一
式
ふ
こ
と
炉
出
来
る
。

こ
の
主
観
主
義
の
す
一
場
じ
主
り
て
方
拡
的
自
費
を
も
り
て
鰹
棋
の
本
質
を
規
定
せ
ん

L
せ
し
伏
表
的
な
る
も

ω一

(
E
E『
己
印
℃
『

E
m
q
)
を
奉
げ
る
と
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
其
代
表
作

と
し
、
我
々
は
シ
ュ
プ
ラ
Y
ガ

1

EFmσ
目
口
由
『

D
5
2
z
『
生
の
諸
型
』
に
於
て
経
梼
を
合
む
と
こ
ろ
の
諸
文
化
域
の
本
質
を
彼
の
所
謂
「
精
神
科
皐
的

心
理
事
」
の
方
法
を
も
っ
て
明
に
せ
ん
と
試
み
た
。
而
し
て
此
著
の
初
め
の
二
章
は
諸
文
化
域
の
本
質
規
定
の
方

法
論
に
嘗
て
ら
れ
て
居
る
。
彼
は
そ
の
中
に
衣
の
如
く
に
遮
べ
て
居
る
。

諸
精
神
生
活
が
分
化
し
行
く
所
の
基
礎
的
諸
方
向
を
決
定
す
る
震
に
二
つ
の
方
法
炉
提
出
せ
ら
れ
る
。
五
日
々
は

歴
史
的
に
奥
へ
ら
れ
て
居
る
客
観
的
文
化
か
ら
出
費
し
て
業
構
成
か
色
し
て
個
人
心
の
構
造
に
保
存
さ
れ
て
居
る

に
相
違
な
い
所
の
意
義
諸
方
向
に
逆
推
理
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
.
或
は
吾
々
は
個
人
心
の
永
遠
の
基
礎
的
諸
作

用
か
ら
文
化
の
構
成
営
綜
合
的
に
成
立
せ
し
め
Z
や
う
に
試
み
る
こ
と
も
出
来

ι。
彼
は
か
〈
匝
別
し
た
る
こ
っ

の
方
法
の
第
一
を
不
可
と
す
る
の
で
あ
あ
が
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
衣
の
如
〈
で
あ
る
。
卸
ち
歴
史
的
に
奥

11 左右回喜一郎会集、第三巻、ー及び二参照
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へ
ら
れ
た
精
神
生
活
は
高
等
な
愛
護
段
階
に
於
ち
は
若
干
教
の
文
化
域
か
ら
成
立
し
て
居
る
。
此
等
の
文
化
域
は

肉
瞳
の
諸
部
分
の
如
〈
空
間
的
に
相
並
立
し
て
居
る
の
で
は
な
く
、
互
に
入
り
込
ん
で
一
つ
の
構
造
聯
開
師
活
動

聯
闘
争
-
形
成
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
等
の
色
の
う
限
界
は
直
魔
的
に
戚
ぜ
ら
れ
る
が
然
し
そ
れ
は
大
韓

で
あ
っ
て
、
よ
り
精
密
な
限
界
を
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
加
之
更
に
他
の
困
難
が
現
れ
る
。
即
ち
歴
史
的

に
奥
へ
ら
れ
た
文
化
諸
域
に
於
て
は
ま
さ
し
く
該
文
化
時
代
に
属
す
名
特
殊
性
が
合
ま
れ
て
居
る
。
例
へ
ば
粧
摘

は
貨
幣
信
用
寵
持
で
あ
り
、
科
幽
宇
は
賓
讃
科
事
、
吐
舎
は
階
級
世
曾
で
あ
り
・
:
:
法
律
は
何
等
か
の
貫
謹
的
個
人

主
義
的
法
待
で
あ
る
と
一
五
ふ
具
合
で
あ
る
。
か
く
て
客
観
的
な
文
化
か
ら
出
俊
ず
る
方
法
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た

る
も
の
は
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
る
色
の
と
な
り
異
の
本
質
で
は
あ
り
得
な
い
。
と
し
て
居
る
c

か
く
て
彼
は
第

二
の
方
法
を
と
る
べ
し
と
す
る
の
で
あ
る
。

剖
ち
「
人
聞
は
精
神
的
中
核
に
於
て
は
常
に
同
一
構
造
の
も
の
で
あ
る
。
実
文
化
の
程
度
は
精
神
の
愛
蓮
過
程

と
共
に
襲
化
す
る
に
も
せ
よ
・
:
:
永
遠
の
傾
向
郎
ら
作
用
.
韓
験
の
永
遠
の
方
向
が
働
い
て
居
る
。
・
:
:
精
神
の

立
場
は
吾
々
自
身
が
吾
々
の
内
に
も
っ
て
居
る
」
か
く
の
如
き
心
的
生
命
の
存
在
論
に
基
い
て
彼
は
突
の
如
き
認

識
論
に
立
つ
の
で
あ
る
。
削
ち
こ
の
「
生
の
合
成
を
本
原
的
に
は
甚
だ
車
純
な
主
律
の
錯
綜
と
し
て
理
解
す
る
震

に
先
づ
孤
立
化
し
理
想
化
す
る

こ
左
の
必
要
ぞ
認
め
る
な
ら
ば
人
々
は
構

N
E

一由。一一向『
2

H

Z
コ巳
N
=

一己巾白民国一巾『巾コ

遣
的
に
正
し
く
見
る
こ
と
を
皐
ぷ
で
ゐ
ろ
う
。
ー
一
か
く
て
彼
は
先
づ
諸
精
神
行
震
の
構
造
を
明
に
し
、
そ
の
各
に
劃

す
る
劃
象
唐
の
構
造
を
見
、
更
に
「
個
性
の
理
想
的
議
基
礎
型
」
を
明
に
せ
ん
と
し
た
、
而
し
そ
こ
に
は
「
麗
樺

経
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木

人
」
の
外
に
「
理
論
人
」
、
「
塞
術
人
」
、
「
枇
曾
人
」
、
「
樺
カ
人
」
、
「
宗
散
人
」
等
が
立
て
ら
れ
て
居
る
。
市
し
て
こ

質

れ
等
の
諸
型
の
綜
合
L
」
し
て
個
人
の
会
構
造
を
把
握
せ
ん
と
し
て
居
る
。

上
過
の
こ
と
よ
り
既
に
気
付
か
れ
る
と
こ
ろ
の
彼
の
心
理
拳
的
方
法
と
鰹
梼
準
と
の
関
係
は
こ
〉
に
注
意
せ
ら

れ
る
べ
き
で
め
る
。
印
ち
彼
は
自
ら
「
抽
象
的
古
典
的
経
梼
皐
」
島
町
与
書
長
門
白
百
戸
田
丸
山

n
z
z目
巴

C
E
z
r
o
g
E円

の
方
法
を
取
入
れ
る
こ
と
伝
一
不
め
し
て
居
る
。
而
し
て
カ
ン
ト
が
認
識
の
領
域
に
劃
し
て
な
せ
る
が
如
〈
「
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
は
艦
購
の
領
域
に
劃
し
て
」
普
遍
的
構
造
的
聯
閥
を
打
立
て
た
と
遁
ぺ
て
居
る
。

か
く
の
如
く
シ
品
プ
ラ
ン
ガ

1
は
文
化
客
観
よ
り
主
観
に
踊
忍
客
観
的
方
法
を
緋
し
主
観
よ
り
出
十
る
心
理
摩

的
主
観
主
義
的
方
法
に
よ
っ
て
経
梼
其
他
の
本
質
を
決
せ
ん
と
す
る
。
然
し
主
観
が
自
己
の
心
的
構
造
を
そ
れ
自

身
に
於
て
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
L
」
は
彼
か
文
化
的
客
観
よ
り
文
化
的

本
質
の
規
定
を
可
能
な
り
と
し
た
と
同
様
に
不
可
能
で
あ
る
υ

デ
イ
Y
タ
イ
は
諸
精
神
科
皐
の
封
象
た
る
人
間
的

枇
曾
的
貰
在
は
緯
て
「
生
と
表
現
と
理
解
と
の
聯
開
」
に
よ
っ
て
知
h
J
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
心
的
物

的
生
命
統
一
瞳
た
る
個
人
が
自
己
自
身
を
知
る
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
居
る
抗
、
事
賓
我
々

ー瞥

は
外
界
に
於
け
る
客
観
的
な
る
文
化
的
表
現
金
媒
介
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
自
己
の
心
中
に
於
け
る
諸
文
化
的
基

礎
構
造
を
明
に
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
客
観
的
な
る
媒
介
物
は
如
何
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
複
雑
な
る
文
化
域
自
瞳
で
は
な
く
こ
の
文
化
域
に
於
て
創
造
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
文
化
財

又
は
債
値
自
瞳
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
後
に
詳
に
す
る
が
如
〈
心
的
生
命
自
瞳
は
合
菩
砂
金
憧
的
な
る
も
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の
な
る
が
故
に
こ
れ
を
そ
れ
白
瞳
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
っ
然
る
に
こ
の
生
命
の
創
造
物
又
は
表
現

物
と
し
て
の
文
化
財
は
骨
明
砂
部
分
的
な
る
も
の
な
る
が
故
仁
我
々
は
先
づ
こ
の
文
化
財
を
把
握
規
定
し
然
る
後

こ
れ
を
手
引
と
し
て
こ
れ
を
生
産
し
た
と
こ
ろ
の
生
白
檀
の
構
造
を
把
握
し
得
る
の
で
あ
る
。
か
〉
る
仕
方
に
よ

っ
て
各
種
の
文
化
財
か
ら
そ
れ
を
生
産
す
る
各
種
の
心
的
構
造
を
明
に
し
得
る
の
で
あ
る
。
デ
イ
Y
タ
イ
は
・
次
の

知
く
に
遁
べ
て
居
る
。

「
諸
債
低
を
心
理
的
に
導
出
す
る
こ
と
は
今
日
普
通
行
は
れ
て
居
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
こ
の
方
法
は
危
険
T
め
る
、
何
と
な
れ
ば
か
く
て
は
、
何
日
炉
慣
値
と
し
て
安
常
す
る
か
而
し
て
如
何
な
る
可
部
門

J，日
4束
力4

1譜
イ良
イ直
(D 
|尚

:i'I 

る
力3

ム

:l， 
，五、

t雪E
Z墾
的

~ 

Eぉ

lま
4つ

m 
5 

4ら
る

:
そ
の
取
扱
方
法
は
こ
〉
に
於
て
も
逆
さ
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
却
ち
、
各
の
債
値

、

、

、

、

、

、

、

附
奥
が
そ
の
中
に
包
含
さ
れ
て
居
る
こ
と
こ
の
表
現
〉
己
丘
三
井
か
ら
出
後
し
而
し
て
慣
値
附
奥
を
我
物
に
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
然
る
後
は
じ
め
て
そ
こ
に
起
る
と
こ
ろ
の
態
度
白
煙
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
」
而

も
こ
の
債
値
的
表
現
物
自
瞳
も
.
そ
の
文
化
枇
曾
の
歴
史
的
制
約
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
事
術
財

と
雄
も
各
国
各
時
代
様
々
に
異

b
、
法
律
色
同
様
で
あ
り
、
経
梼
財
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
か
く
て
こ
れ
等

文
化
財
又
は
債
値
の
本
質
的
特
徴
を
求
め
る
と
云
ふ
こ
と
が
必
要
な
こ
と
う
な
る
。
か
〉
る
方
向
に
向
っ
て
経
持

の
本
質
を
求
め
た
代
表
的
な
も
の
と
し
て
我
々
は

E
三口

P
ロ
E
ロ
を
奉
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

彼
は
『
宮
』
を
以
て
吋
}
同
巾
叩
Z
主
目
立

l
g
E
2
0『
何

2
5
5一
円
凶
『
経
済
事
の
主
題
』

Z

君
主
己
回
二
『
富
』
な
る
題
名
を
奥
へ
て
居
る
。
従
て
彼
は
富
な
る
概
念
の
研
究
に
カ
を
用
ゐ
て
居
る
の
で
あ
る
。

と
な
し
、
彼
の
粧
梼
原
論
に
は

経

主事

悶

質

本

5曲

第
三
十
七
巻

第

務

四

然

同書 S.24' 
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四

言命

郎
ち
彼
は
先
づ

z
〉
巴
町
内

o
q
oご
一
】
巾
叶

F
2
5
0『

】

V
S
E
n
z
o
z
Eこ
)
一
喜
一

EZE--w
『
生
産
と
分
配
の
理
論
の

歴
史
』
の
第
一
章
に
於
て
は
富
の
概
念
ぞ
歴
史
的
に
考
察
し
て
居
る
。
而
し
て
更
に
彼
の
鰹
梼
原
論
亡
さ

gEM--

の
第
一
章
に
於
て
は
こ
の
富
の
概
念
念
組
織
的
に
考
察
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

か
〈
の
如
〈
宮
の
概
念
念
拳
史
的
に
而
し
て
更
に
組
織
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
鮭
梼
の
本
質
の
規
定
に
と
っ
て

必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
か
く
の
如
き
考
察
の
み
を
以
で
し
て
粧
掛
の
本
質
は
規
定
し
得
る
で
あ
ろ
う

h
-

。
我
々
は
官
の
概
念
の
規
定
よ
h
更
に
謹
ん
で
こ
れ
を
手
引
き
と
し
て
貫
在
の
粧
梼
的
構
造
を
明
に
し
な
り
れ

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
c

富
の
概
念
の
考
察
も
こ
の
買
在
の
構
造
の
考
察
を
待
つ
て
は
じ
め
て
明
確
と
な
る
切
で
去

る
。
而
も
こ
の
貫
在
の
鰹
漕
的
構
造
の
考
察
は
車
に
ジ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

1
に
於
け
る
が
如
〈
個
人
的
生
の
心
的
構
造

に
止
ま
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
人
生
な
る
も
の
は
人
間
的
枇
曾
的
歴
史
的
責
在
で
あ
る
以
上
.
生
の
粧
掛
的
構
造
は
こ

の
質
在
の
経
済
的
構
造
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、

経
掛
の
本
質
規
定
の
か
く
の
如
き
立
場
を
二
言
に
し
て
一
エ
ム
な
ら
ば
、
生
の
本
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
賓
践
的
構

造
に
師
す
る
認
識
方
法
に
よ
っ
て
鰹
梼
の
本
質
を
規
定
す
る

k
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
而
し
で
か
く
の
如
き
文
化
本

質
の
規
定
方
法
の
根
本
的
立
場
を
明
に
し
た
も
の
と
し
て
デ
イ
Y

タ
イ
を
奉
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

郎
ち
人
間
的
世
舎
的
歴
史
的
貫
在
は
小
は
個
人
の
生
よ
り
大
は
世
舎
的
塵
史
的
生
に
至
る
ま
で
綿
て
賓
践
性
を

以
て
そ
の
本
質
と
し
て
居
る
。
先
づ
個
々
人
の
心
的
生
命
に
つ
い
て
見
る
に
そ
の
本
質
的
構
造
は
環
境
に
よ
っ
て

制
約
さ
れ
な
が
ら
而
も
環
境
へ
合
目
的
的
に
働
き
か
け
以
て
目
的
を
賓
現
し
債
値
を
創
造
す
る
動
に
存
す
る
。
帥

Cannan， Wealth. 2. edition 



ち
人
聞
は
封
象
だ
る
質
在
を
認
識
し
、
こ
の
貫
在
の
生
に
劃
す
る
債
値
を
評
定
し
、
こ
れ
に
基
い
て
目
的
を
立
て

こ
の
目
的
貫
現
の
方
策
を
定
め
、
以
て
こ
の
貫
在
に
働
き
か
け
目
的
を
賓
現
す
る
の
で
あ
る
。
か
〈
の
如
き
貫
践

性
は
歴
史
的
批
曾
的
責
在
全
般
の
本
質
で
あ
っ
て
デ
イ
Y
タ
イ
は
こ
れ
を
「
精
神
的
作
用
聯
闘
の
内
面
的
目
的
的

性
」
百
ヨ

E
2
2巾一向。
-c
四一
R
F
m
「
(
リ
宮
E
E
2
号
『
官
一
∞
[
石
町
一
回
要
一
円
r
zコ
町
田

N
Z
3
5
ヨ
2
E向
日
常
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
卸

ち
こ
の
賓
在
は
作
用
聯
閥
で
あ
っ
て
「
こ
の
作
用
聯
闘
が
自
然
の
因
果
聯
闘
か
ら
匝
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

そ
れ
が
心
的
生
命
の
構
造
に
従
っ
て
諸
債
値
金
生
産
し
諸
目
的
を
貰
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
而
色
そ
れ
は
偶
然
に

又
は
そ
こ
こ
〉
に
於
て
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
精
神
の
作
用
聯
闘
の
中
に
於
て
把
握
(
針
象
把
握
)
に
基
い
て
諸
憤

ト且

P
L
U
S
E
J
L
I静
岡

1
4
h
d
ヲ
ヂ
ー
ヨ
巴
』
》
圃

P
4
4
二圃-一いい

T
h
r
)
世相

T
E
:
)
字

)

h

O

L
N
4
4
t
-
局
1
3
L
言
E
白
f
d
望到ノ
J
q
J
d
J
;
L
t
カ
「
』
仁
ホ
-
刑
U
相
迂
I
C
C
J
吋

t
J
q
p
a

在
は
こ
れ
を
精
肺
的
作
用
聯
跡

の
内
面
的
目
的
的
性
と
呼
ぶ
。
こ
の
下
に
於
て
在
は
一
つ
の
作
用
聯
闘
の
構
造
を
基
礎
と
し
で
居
る
と
こ
ろ
の
諸

の
業
績
の
聯
闘
を
理
解
す
る
。
歴
史
的
生
命
は
創
造
す
る
。
ぞ
れ
は
諸
財
並
に
諸
債
値
の
生
産
に
於
て
絶
へ
や
活

動
し
て
居
る
。
」
と
デ
イ
戸
タ
イ
は
述
べ
て
居
る
。

精
神
科
皐
の
認
識
方
法
の
本
質
は
、
精
神
科
皐
の
封
象
た
る
賓
在
の
こ
の
創
造
的
本
質
又
は
貫
践
的
本
質
に
基

礎
付
け
ら
れ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
印
も
こ
れ
を
一
言
に
し
て
云
ふ
な
ら
ば
こ
の
貫
在
の
生
産
物
叉
は
表
現

旨
E
E
n
r
た
る
財
又
は
債
値
よ
り
こ
れ
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
生
円
与
2
に
る
作
用
聯
闘
に
踊
っ
て
行
き
か
く

て
雨
者
を
内
的
な
る
創
造
的
聯
闘
に
於
て
理
解
〈
2凶

E
H
g
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
そ
れ
の
封
象
が
生

F
S
E

と
表
現
〉
Z
E三
井
と
理
解
〈
巾
E
R
-
-岳
と
の
聯
閥
に
基
げ
る
態
度
に
よ
り
我
々
に
近
づ
く
時
に
の
み
一
の
科
皐

手亙
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車霊

語専

本

第
三
十
七
巻

四
回

第

競

質

3命

四
四

は
精
神
科
墜
に
麗
す
る
の
で
あ
る
」
従
っ
て
ま
た
「
こ
〉
に
於
て
は
人
類
史
に
於
て
戚
費
的
に
奥
へ
ら
れ
て
居
る

左
こ
ろ
の
も
の
よ
り
、
決
し
て
戚
畳
に
入
ら
な
い
が
而
も
戚
畳
的
外
的
な
る
も
の
に
於
て
自
己
を
完
成
し
表
現
す

る
も
の
へ

k
理
解
が
踊
っ
て
行
〈
の
で
あ
る
。
」
剖
ち
「
生
」
宮
古
ロ
な
る
も
の
は
「
戚
畳
に
鯛
れ
得
宇
只
だ
瞳
験

じ
温
い
る
の
み
の
も
の
」
で
あ
る
が
而
も
そ
れ
は
生
産
物
と
し
て
戚
畳
的
な
る
外
界
へ
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
完
成
す
る
。
人
々
れ
故
に
我
々
は
先
づ
外
的
に
直
接
に
把
握
し
得
ら
る
h

戚
畳
界
に
於
け
る
寸
表
現
」
を
把
握

し
‘
こ
れ
よ
り
進
ん
で
庇
接
に
把
握
)
難
い

寸

型E
解

「

t
a
-
-
-

E

寸
司
4
J

一

-
J
一
L

で
め
る
。
か

er把
躍
す
る
の
で
あ
っ
て
こ
れ
印
ち

て

「
精
神
話
科
皐
は
ぞ
れ
の
封
象
を
作
用
聯
関
と
そ
の
創
造
物
に
於
て
有
し
」

て
居
る
の
で
あ
っ
て
ー

先
づ
創

造
物
に
於
げ
る
構
造
を
明
に
し
、
然
る
後
こ
れ
を
手
が
〉
り
と
し
て
こ
の
創
造
物
を
生
産
す
る
作
用
聯
聞
に
る
生

の
構
造
を
明
に
し
然
る
後
再
び
こ
の
生
の
構
造
よ
り
生
産
物
の
構
造
ぞ
明
確
に
す
る
こ
左
に
よ
っ
て
そ
の
理
解
を

完
ふ
す
る
の
で
あ

J

る。

か
く
の
如
き
認
識
方
法
は
精
神
科
皐
の
封
象
た
る
貫
在
の
封
象
的
把
握

E
印
m
n
m
g印
門
丘
三
一
片
町
内
〉
=
『
「
白
山
田
町
ロ
に

於
て
は
歴
史
的
研
究
に
於
て
も
ま
た
理
論
的
研
究
に
於
て
も
用
ゐ
ら
る
べ
き
t

と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
デ

イ
U
F

タ
イ
は
こ
れ
を
文
化
の
本
質
規
定
に
趨
切
に
用
ゐ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
『
哲
率
の
本
島
』
に
於

け
る
哲
拳
の
本
質
の
規
定
に
つ
い
て
Y
あ
る
。
却
ち
そ
の
本
質
規
定
の
方
法
は
二
段
よ
り
成
っ
て
居
る
。
而
し
て

第
一
段
は
彼
が
「
哲
事
の
本
質
規
定
の
潟
め
の
歴
史
的
手
績
」
と
云
へ
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
段
は
「
精
神
界
に

於
け
る
位
置
か
ら
理
解
さ
れ
た
る
哲
拳
の
本
質
」
と
云
へ
る
色
の
で
あ
る
。
即
ち
第
一
段
に
於
て
は
「
哲
皐
と
云

Dilthcy， Aufban. S. 87・
9 ク s.83・
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ふ
名
を
も
っ
諸
事
質
、
そ
し
て
そ
れ
等
の
事
貫
に
就
き
哲
皐
に
於
て
構
成
さ
れ
た
諸
々
の
概
念
か
ら
蹄
納
的
に
哲

曲
学
の
本
質
の
諸
相
が
導
き
出
さ
れ
る
」
第
一
一
段
に
於
て
は
か
く
し
て
見
出
さ
れ
た
る
本
質
的
特
徴
を
手
が
う
り
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
哲
皐
な
る
文
化
財
を
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
生
の
本
質
的
構
造
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
よ
り
哲
準

の
本
質
的
諸
特
徴
e

伊
二
の
本
質
概
念
へ
結
成
し
た
。

か
〈
で
こ
の
デ
イ
Y
タ
イ
の
本
質
論
は
.
キ
ャ
ナ
ン
に
於
け
る
が
如
〈
車
に
生
の
「
表
現
」
又
は
生
産
物
に
止

ま
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
シ
ュ
プ
ア
ン
カ
ー
に
於
け
る
が
如
〈
「
生
」
白
樫
に
止
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
「
表
現
」

よ
り
「
生
」
に
進
み
更
に
「
生
」
よ
り
「
表
現
」
に
至
っ
て
「
理
解
」
を
完
結
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
生
に
つ
い

て
の
持
付
帯
は
、
シ
叫
プ
一
ブ
ン
げ
|
に
叶
け
る
，
T
如
(
倒
人

ω心
的
生
命
に
止
さ
む
も
の
で
な
く
夏
じ
生
mw
枇
曾
的

歴
史
的
構
造
に
色
及
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
却
ち
前
述
せ
し
如
〈
生
な
る
も
の
が
人
間
的
枇
舎
的
歴
史
的
賓
在
で

あ
る
以
上
、
生
に
つ
い
て
の
考
察
は
草
に
人
間
的
心
的
な
生
に
止
ま
っ
て
居
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

日アイ
M
Y

タ
イ
は
乙
の
本
質
規
定
の
方
法
に
よ
っ
て
本
質
的
概
念
構
成
の
陥
る
と
こ
ろ
の
循
環
を
色
克
服
せ
ん
と

し
た
の
で
あ
る
。
帥
ち
そ
の
第
一
段
の
「
歴
史
的
方
法
」
な
る
も
の
は
哲
率
的
事
貫
を
前
提
と
す
る
。
然
る
に
或
事

賓
が
哲
血
中
的
事
質
な
る
こ
と
の
規
定
は
哲
皐
の
何
な
る
か
を
前
提
と
す
る
。
此
概
念
構
成
に
於
げ
る
避
〈
可
ち
ま

る
循
環
よ
り
来
る
不
確
貫
性
は
、
人
々
が
何
が
哲
撃
な
る
か
を
考
へ
る
時
卸
ち
人
々
が
哲
皐
な
る
一
般
的
表
象
を

作
る
時
に
頼
り
と
す
る
と
こ
ろ
の
代
表
的
な
諸
哲
準
樺
系
に
つ
い
て
先
づ
共
通
の
事
態
を
確
立
し
、
こ
れ
よ
り
出

後
し
て
一
歩
一
歩
哲
皐
の
本
質
的
諸
特
徴
e

伊
ニ
層
精
密
に
規
定
し
行
き
、
更
に
第
二
段
に
於
て
は
生
の
構
造
よ
り
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十
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四
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第

披

四
六

こ
れ
が
確
誼
を
得
、
か
く
て
一
の
本
質
概
念
へ
結
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
酷

に
於
て
も
デ
イ

Y
タ
イ
の
方
法
は
正
し
い
の
で
あ
る
c

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、

要
す
る
に
デ
イ
Y
タ
イ
の
本
質
規
定
の
方
法
は
買
在
の
質
践
的
本
質
に
基
〈
質
践
的
認
識
の
立
場
に
立
つ
も
の

で
あ
り
最
も
正
し
い
色
の
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
花
も
以
下
こ
の
根
本
的
立
場
に
立
っ
て
寵
捕
の

本
質
を
規
定
し
に
い
と
思
ふ
の
む
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
本
質
論
は
糧
に
艦
滞
債
値
の
本
質
論
C
は
な
く
克
に
進
ん

で
粧
糟
崎
賞
在
の
本
質
論
と
な
る
。

hr
〈
て
私
は
以
下
先
づ
鰹
持
率
史
上
の
代
表
的
な
る
諸
檀
系
に
つ
い
て
粧
済
的
貫
在
の
創
造
物
た
る
艦
櫨
阿
倍
値

の
本
質
的
諸
特
徴
を
一
膳
考
察
し
、
然
る
後
こ
の
麗
掛
債
値
の
本
質
的
諸
特
徴
を
手
が
〉
り
と
し
て
生
の
麗
掛
的

本
質
的
構
造
を
明
に
し
こ
れ
よ
り
経
梼
的
債
値
の
本
質
的
諸
特
徴
を
統
一
し
、
以
て
範
楠
的
責
在
の
本
質
を
明

確
に
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
而
し
て
こ
の
生
の
考
察
に
つ
い
て
は
人
間
的
融
合
的
歴
史
的
貿
在
の
段
階
的
構
造
に

従
っ
て
先
づ
人
間
的
生
に
つ
い
て
、
次
に
世
舎
的
生
に
つ
い
て
、
最
後
に
歴
史
的
生
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思

ふ
。
か
く
て
先
づ
経
済
的
文
化
域
の
創
造
す
る
経
済
的
債
値
の
本
質
的
諸
特
徴
の
皐
史
的
考
察
よ
り
は
じ
め
る
。

=
、
鰹
潰
慣
値
の
本
質
的
特
街

極
構
的
貫
在
に
於
け
る
債
値
の
本
質
的
特
徴
の
皐
史
的
考
察
は
こ
れ
を
二
段
に
分
ち
得
る
。
卸
ち
先
づ
か
〉
る

意
味
に
於
り
る
鰹
梼
債
値
は
何
で
あ
る
か
.
夫
に
こ
の
鰹
掛
債
値
の
本
質
的
特
徴
は
如
何
に
規
定
さ
れ
て
居
る
か



と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

経
済
皐
姐
ア
リ
ス
ト
ア
レ
ス
は
彼
の
精
神
科
準
た
る
『
エ

47
ィ
カ
』
並
に
『
。
ホ
ソ
ア
ィ
カ
』
に
於
て
其
後
の
鰹
掛
率

の
基
礎
を
置
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
前
者
の
胃
頭
に
於
て
・
次
の
知
〈
に
遁
ぺ
て
居
る
。
「
総
て
の
術
及
び
締
て
の

研
究
同
様
に
組
て
の
行
震
及
追
求
は
何
等
か
の
善
(
主
主
司
C
M
)

を
目
的
と
す
る
色
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
而
し
て
こ
の

理
由
を
色
っ
て
善
は
綿
て
の
こ
』
が
そ
れ
皆
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
一
五
ふ
こ
と
は
正
し
い
。
然
し

、
、
、
"
、
目
、
、
、
.
、
、
、
、

諸
の
目
的
の
聞
に
は
或
相
違
が
め
る
。
:
:
・
醤
術
の
目
的
は
健
康
で
あ
り
:
:
・
鰹
梼
撃
の
目
的
は
富
で
あ
る
」
と

識
ベ
ま
た
『
ポ

y-プ
ィ
カ
』
の
胃
頭
に
於
て
は
「
組
て
国
家
は
何
等
か
の
種
類
の
枇
舎
で
あ
る
、
而
し
て
織
で
の
枇

舎
は
何
等
か

ω器
材
日
幼
1ι
し
で
立

r
L
A
-
U
L
配
的
る
自
の
で
あ
る
、

i
i
:
v
f
・1
:
l
-
E
2
3
:

ー

I
、

作
と
む
わ
り
λ'
間
り
汗
ド
相
カ
菩
Z
c
ト，

t
E

ふ
と
こ
ろ
の
も
の
を
得
ん
が
矯
め
に
行
動
す
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
」
と
述
べ
て
居
る
。
か
く
て
彼
は
「
富
」
な

e
G
善
又
は
債
値
を
目
的
と
す
と
こ
ろ
の
人
聞
の
鰹
掛
的
生
活
を
個
人
に
つ
い
て
ま
た
家
庭
に
つ
い
て
枇
舎
に
つ
い

て
更
に
国
家
に
つ
い
て
考
察
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
経
済
皐
父
と
云
は
れ
る
ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
も
ま
た
こ
の
立
場
に
立
っ
て
彼
の
鰹
持
率
の
著
書
た
る
『
富
岡

民
論
』
に
は
E

〉ロ

-
Z
E
q
-
-
-
S
F叩
5
2
5
2
L
2
5
2
0
『
門
町
内
耳
2
一
与
え

E
t
g
uご

『
諸
国
民
の
富
の
性

質
と
原
因
の
研
究
』
な
る
名
題
を
付
し
、
去
に
そ
の
中
に
於
て
え
三
回
丘
町
宮
d
官『一可門戸一

-Z
勺

O
E
骨
と
同
noロC
口

qw

。『
C

『
岳
叩
ロ
白
門
=
『
内
向
=
L
2
5
2
0
ご
-
5
5、g
一
与
え

Z
伊丹一
c
E
(遁
富
に
一
経
縄
問
四
四
千
と
云
は
る
お
も
の
即
ち
諸
国
民
の
宮
の
性
質
並
に
研

究
に
就
て
)
と
述
べ
て
居
る
。
而
し
て
そ
の
『
緒
論
』
に
於
て
「
富
の
性
質
」
を
遁
ベ
『
本
論
』
に
於
て
こ
の
「
富
の
諸
原

車豆

理事

本

質

論

第
三
十
七
巻

四
七

第

披

四
七
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本

第
三
十
七
巻

四
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第
一
務

質

1命

悶
」
た
る
賓
在
の
経
済
的
機
構
を
明
に
し
て
居
る
。
か
く
て
極
端
掛
生
活
の
中
心
を
な
す
慣
値
な
る
も
の
は
ス
ミ
ス

に
於
て
も
「
富
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

資
本
主
義
経
梼
枇
舎
の
構
造
伊
明
に
す
る
こ
と
を
以
て
自
己
の
経
持
率
の
課
題
と
し
た
と
こ
ろ
の
マ

Y
ク
ス

は
、
先
づ
骨
骨
を
以
て
中
心
概
念
と
な
し
て
商
品
生
産
融
舎
の
構
造
を
明
に
し
進
ん
で
商
品
の
稜
展
形
態
と
し
て

の払
H
h
V
T
以
て
中
心
概
念
と
し
て
資
本
主
義
的
経
情
枇
舎
の
構
造
'
伊
」
明
に
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
而
も
こ
の
商
品

な
る
も
の
は
富
な
る
も
の
う
資
本
主
義
的
経
掛
枇
曾
に
於
け
る
枇
曾
形
臆
七
る
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
彼

は
そ
の
鰹
梼
撃
『
資
本
論
』
の
胃
頭
に
於
て
明
に
突
の
如
〈
に
堪
ペ
て
居
る
。
「
資
本
主
義
的
生
産
方
法
の
支
配
し

、

、

、

、

、

、

、

て
居
る
枇
曾
の
富
は
、

E
大
な
る
商
品
の
堆
積
と
し
て
、
個
々
の
商
品
は
そ
の
要
素
形
態
と
し
て
、
現
れ
る
出
」

か
〈
て
『
富
』
(
者

2
5
又
は
河
内
一
口
E
z
=ロ
)
な
る
も
の
が
艇
情
的
文
化
域
に
於
け
る
文
化
財
又
は
文
化
債
値
で

あ
る
こ
と
は
一
貫
し
て
居
る
。

然
ら
ば
こ
の
『
富
』
な
る
も
の
〉
本
質
は
如
何
に
規
定
さ
れ
て
居
る
か
、
衣
に
こ
の
こ
と
を
考
察
し
て
見
ょ
う
。

先
づ
ア
?
ス
ト
ア
レ
ス
に
つ
い
て
見
ん
に
、
彼
は
宮
の
取
得
を
論
争
る
に
営
っ
て
衣
の
如
〈
に
謹
ペ
て
居
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
生
活
に
必
要
で
あ
り
家
族
又
は
国
家
の
共
同
盟
に
と
っ
て
有
用
で
あ
り
而
し
て
貯
へ
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
諸
物

を
自
ら
に
用
意
し
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
等
の
物
は
異
の
富
の
要
素
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
善
き
生
活

に
必
要
と
ぎ
れ
る
財
の
分
量
は
無
制
限
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
か
く
て
ま
た
「
宮
は
家
政
又
は
園
家
に
於
て
用
ゐ

ら
る
べ
き
若
干
の
手
段
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
」
と
遮
ペ
て
居
る
。
剖
ち
こ
〉
に
富
は
人
間
に
よ
っ
て

Marx. Kap~tal. S. (附鈷筆者〉
ATistotle， POTitica. p. 1256ο附匙筆者)
ア Pストテレスに於て経済的生産に従事ナる主のが市民として考へられな
かヨたことにづいては811に問題と吉れねばならぬ。
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

獲
得
さ
れ
貯
へ
得
ら
れ
る
物
財
で
あ
り
人
聞
の
異
の
生
活
に
投
立
つ
手
段
で
あ
る
こ
と
が
明
に
さ
れ
て
居
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
こ
の
ア
リ
ノ
ス
ト
ア
レ
ス
に
よ
り
て
定
め
ら
れ
た
る
根
本
的
立
場
に
立
ち
市
も
更
に
明
確
に

究
の
如
〈
に
遁
べ
て
居
る
。
卸
ち
『
富
国
民
論
』
の
巻
頭
第
一
句
に
於
て
日
〈
「
各
圃
民
の
年
々
の
勢
働
は
そ
の
園

、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、

民
が
年
々
消
費
す
る
と
こ
ろ
の
生
活
の
必
要
品
並
に
便
宜
品
の
組
で
を
葉
園
民
に
供
給
す
る
根
源
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
常
に
そ
の
一
労
働
の
直
接
の
生
産
物
か
又
は
そ
の
生
産
物
を
以
て
他
国
民
よ
り
購
入
せ
る
も
の
よ
り
成
る
。
」

か
〈
て
ス
ミ
ス
に
於
て
は
国
民
の
富
な
る
色
の
は
圃
民
的
勢
働
に
よ
る
生
産
物
で
あ
ち
岡
氏
の
生
活
に
役
立
つ

と
こ
ろ
の
物
で
あ
っ
て
、

こ
〉
に
宮
の
本
質
が
生
産
の
商
よ
り
見
た
る
本
質
主
消
費
の
商
よ
ち
見
に
る
本
質
と
に

よ
っ
て
明
に
規
定
z
h
1

可
用
品
。

こ
の
雨
面
よ
り
見
た
る
富
の
本
質
は
?

y
ク
ス
に
至
っ
て
更
に
明
確
に
規
定
さ
れ
た
。
印
ち
7

Y
ク
ス
に
於
て

は
消
費
の
側
よ
り
見
ら
れ
た
る
そ
の
本
質
は
使
用
債
値
の
岳
3
5
Z耳
目
与
と
し
て
、
而
し
て
生
産
の
側
よ
り
見
ら

れ
た
る
本
質
は
債
値
巧
白
ユ
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
而
し
て

?

y
ク
ス
は
富
の
こ
の
こ
重
の
本
質
的
規
定
を
『
資

本
論
』
の
胃
頭
に
於
て
明
に
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
郎
ち

?
y
ク
ス
は
『
鰹
持
率
批
判
』
の
『
艦
梼
拳
の
方
法
論
』
に

於
て
、
「
経
済
拳
の
篇
別
」
に
つ
い
て
述
べ
「
第
一
に
、

一
般
的
な
抽
象
的
諸
規
定
が
展
開
せ
ら
る
べ
き
で
あ
石
、
そ

れ
は
抽
象
的
な
も
の
だ
か
ら
、
多
か
れ
少
な
か
れ
絶
て
の
枇
曾
形
態
に
遁
十
る
」
と
遮
べ
、
第
二
に
プ

y
p
ヨ
ア

赴
曾
の
内
面
的
編
制
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
:
・
諸
範
晴
」
を
論
争
る
と
述
べ
て
居
る
の
で
あ
る
が
事
貫
?
y
ク
ス

は
彼
の
極
構
皐
た
る
『
費
本
論
』
の
胃
頭
に
於
て
は
臆
て
の
祉
曾
形
態
に
遁
宇
る
と
こ
ろ
の
富
の
本
質
的
規
定
を
取

*Jl! 
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最重

E年

本

質

百合

第
三
十
七
巻

五

O 

第
一
波

五
O 

扱
ふ
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
も
資
本
主
義
枇
舎
を
『
資
本
論
』
の
営
面
の
劃
象
と
し
て
居
る
マ

Y
ク
ス
は
こ
の
富

の
本
質
的
規
定
を
商
品
の
内
容
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
要
素
と
し
て
取
扱
ふ
て
居
る
の
で
あ
る
。
即
ち
前
述
せ
し

マ
Y
ク
ス
は
商
品
を
も
っ
て
富
の
資
本
主
義
社
舎
に
於
け
る
祉
曾
形
態
で
あ
る
と
す
る
。
故
に
商
品
の
内

円
H

、

岳
民
ノ
、

に
は
富
の
本
質
的
規
定
が
止
揚
3
れ
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
富
の
本
質
的
規
定
は
商
品
に
於
け
る
止
揚
的
要
素

〉
=
町
内
}HCσ

巾
口
市
富
。
ロ

g
z
で
あ
る
。
故
に
第
一
節
『
商
品
の
こ
つ
の
要
素
、
使
用
慣
佐
及
び
慣
値
』
u
M
H
)

一。

N
宅
巳

問

乞

科

白

5
2
色
町
『
ぜ
〈
mw円
白
い
の
日

σ
E
Z円
}
】
加
者
向
『
門
戸

-
=
ι
5
F
ユ
=
に
於
て
は
商
品
に
つ
い
て
こ
の
宮
の
本
賢
的
規
定
ぞ
明

に
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
忍
こ
と
が
出
来
忍
。
而
し
て
事
貫
こ
b

に
於
て
は
ア

y
ス
ト
ア
V

ス
並
に
ア
グ

ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
に
る
富
の
本
質
的
特
徴
が
更
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
居
る
に
外
な
ら
な
い
。

先
づ
使
用
債
値
は
消
費
の
側
よ
り
見
た
る
宮
の
本
質
で
め
っ
て
マ

Y
ク
ス
は
こ
れ
に
つ
い
て
衣
の
如
〈
に
遁
ペ

て
居
る
。
即
ち
「
あ
る
物
の
有
用
性
、
印
ち
人
聞
の
何
等
か
の
種
類
の
欲
望
を
充
た
す
属
性
は
、
ぞ
の
物
ぞ
使
用

債
値
に
ら
し
め
る
。
」
郎
ち
商
品
と
し
て
の
富
も
使
用
債
値
を
そ
の
本
質
的
要
素
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
今
こ
の

こ
と
を
ア

y
只
ト
-
プ
レ
ス
の
語
に
よ
っ
て
云
ふ
な
ら
ば
富
は
「
生
活
に
必
要
で
あ
り
;
:
;
有
用
な
る
諸
物
で
あ
る
」

ま
た
ス
ミ
ス
の
語
に
て
云
ふ
な
ら
ば
宮
は
「
生
活
の
必
要
品
並
に
便
宜
品
」
で
あ
忍
。

夏
に
宮
な
る
色
の
は
生
産
の
側
よ
り
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
ア

P
ス
ト
ア
V

ス
の
語
を
以
て
す
れ
ば
人

聞
に
よ
っ
て
獲
得
き
れ
る
物
で
あ
り
、
ま
た
ス
ミ
ス
の
語
に
よ
れ
ば
「
帥
労
働
の
生
産
物
」
で
あ
る
。

T

Y
ク
ス
は

こ
の
生
産
の
側
よ
り
見
ら
れ
た
本
質
を
慣
値
垣
内
ユ
と
し
て
規
定
し
に
。
即
ち
彼
は
突
の
如
〈
に
述
べ
て
居
号
、



「
今
吾
々
が
商
品
瞳
の
使
用
債
値
を
度
外
調
す
る
な
ら
ば
、
商
品
瞳
に
は
一
つ
の
属
性
|
勢
働
生
産
物
た
る
属
性
が

残
る
ば
か
り
で
あ

ι。
」
ま
た
日
〈
「
一
つ
の
使
用
慣
値
却
ち
財
が
債
値
を
も
つ
の
は
、
抽
象
的
な
す
な
は
ち
人
間

的
な
持
働
が
、
そ
の
中
に
劉
象
化
さ
れ
又
は
物
質
化
さ
れ
て
居
る
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。
」
か
く
て
抽
象
的
な
る
人
間

的
勢
働
が
経
掛
財
に
於
て
封
象
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
か
富
の
属
性
た
る
債
値
で
あ
る
。

こ
の

7

Y
ク
ス
に
於
り
る
「
抽
象
的
人
間
的
崎
労
働
」
な
る
語
は
一
見
特
殊
な
も
の
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、

エえ

~ 、

ス
に
於
け
る
労
働
と
本
質
的
に
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

T

Y
ク
ス
の
衣
の
語
よ
り
明
で
あ
る
o

即

ち
回
く
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
富
を
創
造
す
る
活
動
の
纏
て
の
規
定
性
を
放
棄
し
、
工
業
勢
働
で
も
商
業
努
働

引
し
も
農
業
一
併
働
で
も
な
く
、

E
D
吋
η
J
、

zhy-町
立
わ

y
静
助
一
段

rァ

lzy--;dr-見
E
ノ
ニ
可
ノ

C
E
i

d
d
l
J
H
1
t
'
E
l
』
-
』
正
事
一
品
川
川

b
l
t
j
e
t
c
-
:
i
4
e
1〈
争
克

}
r
i
p
a
j
i
u
v
占

3
・

が
、
こ
れ
は
彼
の
驚
く
べ
き
進
歩
で
あ
っ
た
。
富
を
創
造
す
る
活
動
の
抽
象
的
な
一
一
般
性
と
う
も
に
、
今
や
我
々

は
夏
に
、
富
と
し
て
規
定
さ
れ
る
劃
象
物
の
一
一
般
性
皆
、
生
産
物
一
一
般

p
h
c
E丈
与
R
E毛
了
e.
す
な
は
も
蕊

で
も
ま
た
勢
働
一
般
l
し
か
し
劃
象
化
さ
れ
た
過
去
の
崎
労
働
と
し
て
の
勢
働
一
般
ー
を
.
待
た
の
で
あ
忍
。
」
か
く

て
ス
ミ
ス
が
富
の
本
質
的
特
徴
の
一
と
し
た
「
勢
働
の
生
産
物
」
と
云
ふ
こ
と
が

7

Y
ク
ス
に
於
て
は
軍
に
債
値

と
し
て
云
ひ
現
ら
は
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
債
値
」
は
勢
働
債
値
と
云
ひ
か
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。

か
く
て
守
M
Y

ク
ス
に
於
て
は
富
の
本
質
的
特
徴
は
使
用
債
値
と
勢
働
債
値
と
の
ご
重
性
と
し
て
規
定
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

今
以
上
仁
於
て
明
に
さ
れ
た
富
の
本
賞
的
特
徴
を
要
約
す
る
な
ら
ば
富
は
物
的
債
佐
で
あ
っ
て
、
使
用
債
値
と

車重

E年
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経

済

木

質

論

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
川

崎
宵
働
債
値
と
の
二
重
性
を
有
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
十
七
巻

第

披

五

五

こ
れ
は
経
樺
的
文
化
域
の
生
産
す
る
債
値
と
し
て
の
富
の
本
質
的
特
徴
の
最
も
基
本
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
富

の
概
念
営
更
に
精
密
に
規
定
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
こ
の
基
本
的
特
徴
を
土
憂
と
し
て
一
歩
一
歩
な
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

こ
〉
に
は
只
だ
キ
ャ
ナ
ン
の
富
の
概
念
に
開
設
し
て
、
幾
分
こ
れ
を
祥
に
規
定
し
ゃ
う
。
即
ち
彼
は
「
艦
樺
事

の
主
題
た
る
富
」
は

8
5
2
E
D
m
宮
山
田
町
田
山
内
仏

C
「

2」

D
3
a
v可

E
S
Z
Z
E
m
へ
人
間
に
よ
り
て
所
持
き
れ
又
は
亨

受
さ
れ
る
あ
る
も
の
)

で
あ
る
と
す
る
。
か
く
て
彼
の
富
の
概
念
は
富
の
主
格
た
る
人
間
の
側
よ
り
と
こ
の
主
格

が
所
持
又
は
享
受
す
る
客
瞳
の
側
と
よ
り
規
定
し
得
る
。
而
し
て
先
づ
主
格
の
側
よ
り
見
れ
ば
経
梼
皐
の
主
題
た

る
富
の
概
念
は
国
民
の
富
を
も
祉
舎
内
部
の
階
級
の
富
を
も
ま
た
個
人
の
富
を
も
意
味
す
る
志
の
で
あ
る
と
じ
て

居
る
。
こ
の
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
も
意
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
以
上
に
於
け
る
我
々
の
富
の
考
察
は
未
だ

富
の
主
格
の
側
よ
り
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
然
し
我
々
は
富
を
手
引
と
し
て
人
間
的
の
、
世
舎
的
の
並
に
歴
史
的

の
生
の
極
構
的
構
造
を
考
察
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
富
の
概
念
に
於
て
も
個
人
的
宮
、
世
曾
的
富
、
園
民

的
官
等
の
概
念
が
明
に
3
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
卸
ち
こ
れ
等
の
富
の
概
念
に
相
臆
し
て
こ
れ
に
封
躍
す
る
生

の
経
梼
的
構
造
が
明
に
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

更
に
キ
ャ
ナ
ン
は
客
観
の
側
よ
り
富
の
概
念
を
特
に
精
密
に
規
定
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
勤
は
嘗

て
在
が
本
誌
に
詳
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
こ
〉
に
は
一
一
こ
れ
を
遮
べ
な
い
。
只
だ
彼
の
富
の
概
念
を
要
約

ア Pλ トテレスに於ては使用償値目方が、これに反 Lて"7)レク Zに於て勢
働債値の方が高調されたることにヲいては後に生む経済的構造白考察に際
しで謹べる。
本言者、第十巻第一放第三競『キヤンナ E 宮巴概念:に就てlf2) 



す
れ
ば
衣
の
如
〈
で
あ
る
。

そ
れ
が
圃
民
会
瞳
と
し
て
の
人
間
に
せ
よ
、
階
級
と
し
て
の
人
間
に
せ
よ
、
又
は
個
人
と
し
て
の
人
聞
に
せ
よ

或
人
間
の
或
期
間
に
於
け
る
富
と
は
、
そ
の
人
聞
が
、
そ
の
期
間
内
に
於
て
、
貨
物
及
び
勤
持
か
ら
享
受
し
た
る

満
足
よ
り
、
そ
の
人
聞
が
、
業
期
間
内
に
於
て
、
か
h

る
積
極
的
満
足
を
得
る
震
に
受
け
た
る
消
極
的
満
足
卸
ち

苦
痛
を
控
除
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
富
の
概
念
に
闘
す
石
キ
ャ
ナ
ン
の
論
に
於
て
富
に
闘
す
石
「
時
」
の
概
念
に
つ
い
て
遮
べ
ら
れ
て
居
る

2
乙

、
、
、

ろ
は
甚
だ
有
盆
で
あ
る

h

即
ち
彼
は
富
は
一
時
賠
に
於
げ
る
「
資
本
的
宮
」
の
右
目
門
即
日

JJ125
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
の
で
め
っ
て
一
定
期
間
に
於
げ
る
「
収
入
的
富
」

F
2
5何
者
2
5
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
石
の
で
あ

る
。
こ
れ
富
な
る
も
の
は
人
間
生
活
に
役
立
つ
手
段
で
あ
り
、
而
色
人
間
生
活
に
役
立
つ

k
こ
ろ
の
も
の
は
前
者

で
な
く
後
者
な
る
が
故
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
彼
が
物
財
以
外
更
に
勤
療
を
以
て
経
済
的
の
富
と
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
彼
は
勤
務
を
も
宮

と
す
べ
き
理
由
と
し
て
衣
の
如
〈
に
云
ふ
て
居
石
。
郎
ち
生
産
的
勢
働
も
不
生
産
的
勢
働
も
そ
の
生
産
す
る
と
こ

ろ
は
共
に
数
用
で
め
り
、
世
舎
の
人
々
が
生
活
の
便
宜
又
は
快
楽
を
得
る
責
源
で
あ
る
。
故
に
生
産
的
融
労
働
の
結

果
た
る
物
質
的
の
も
の
即
ち
物
財
を
年
々
の
生
産
物
と
す
る
な
ら
ば
、
非
物
質
的
な
る
勤
勢

hT6年
々
の
生
産
物

に
加
ふ
べ
き
で
あ
っ
て
、
軍
に
そ
の
致
用
が
前
者
に
於
て
は
永
績
的
の
色
の
で
あ
り
、
後
者
に
於
て
は
消
滅
し
易

き
色
の
で
あ
る
と
云
ふ
理
由
に
よ
り
て
、
勤
拍
?
を
こ
れ
よ
り
除
外
す
る
は
不
合
理
で
あ
る
。
と
す
名
の
で
あ
る
。

車Z
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七
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車亙

理年

第
三
十
七
巻

互E
凶

第

披

E. 
四

木

質

論

か
く
の
如
〈
彼
が
富
の
物
質
性
を
重
ん
ぜ
。
さ
る
こ
と
は
甚
だ
不
可
で
あ
る
。
阪
に
ア

y
ス
ト
-
ア

ν
ス
も
富
は
貯
積

さ
れ
得
る
物
で
あ
る
と
し
ぞ
れ
以
来
ス
ミ
ス
、
マ

Y
ク
ス
等
に
於
て
も
富
は
明
に
物
質
性
に
於
て
把
握
さ
れ
て
居

石
の
で
あ
る
。
部
ち
経
済
的
債
値
な
る
も
の
が
物
質
的
債
値
で
あ
る
と
云
ふ
黙
が
こ
の
債
値
を
諸
他
の
文
化
債
低

よ
り
匝
別
す
る
根
本
的
特
徴
と
な
る
の
で
あ
り
ま
に
こ
の
債
値
を
手
引
き
と
し
て
生
の
鰹
梼
的
構
造
を
生
の
他
の

文
化
的
構
造
よ
ち
匝
別
せ
し
め
る
根
本
的
特
徴
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
以
下
に
於
て
明
に
さ
れ
る
o

同

様
に
し
て
ま
た
キ
ャ
ナ
シ
が
富
な
る
も
の
を
も
っ
て
外
界
の
物
そ
の
も
の
で
な
く
し
て
こ
の
外
界
の
物
を
手
段
と

し
で
そ
れ
よ
り
特
ら
る

u
数
月
又
は
都
足
ピ
円
ユ
ミ

R
U
P
H
Y
p
-
-
で
な
じ
れ
ば
な
ら
ね
v
と
し
た
こ
と
も
正
し
く

な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
於
て
私
は
鰹
梼
的
文
化
域
に
於
け
る
債
値
又
は
財
の
本
質
的
特
徴
を
一
腰
明
に
し
た
る
が
散
に
、
衣
仁

こ
れ
を
手
引
き
と
し
て
生
の
鰹
梼
的
構
造
ap・
明
に
し
更
に
こ
の
生
の
鰹
梼
的
構
造
よ
り
経
槽
債
値
の
本
質
を
更
に

、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、

明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
債
値
と
生
と
の
内
面
的
統
一
に
よ
っ
て
経
梼
的
貫
在
の
本
質
を
具
韓
的

に
明
に
す
る
こ
と
に
つ
と
め
よ
う
。


