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経

蒋

銃

(
酒
場
第
鼠
百
七
措
七
鴫
)

昭
和
十
三
年
七
月
後
行

言合?

叢
第
四
十
七
巻

第

ニノ、

l 言問

l叢

一
む
す
び
一

i道
， 、、

‘・・・

統
M

留
経
一
梼

の

fJr: 

日

英i;

時

A
W

日
て
本
誌
に
於
い
て
、
私
は
「
経
済
道
と
経
済
術
」
と
題
す
る
論
文
を
掲
げ
、
そ
の
中
に
て
、
人
生
の
目
的
が
生
存
・
季
幅
・
安

事
・
造
化
の
四
階
段
を
上
ぼ
っ
て
行
く
こ
と
を
設
き
、
経
済
生
活
の
迅
も
回
収
一
向
の
階
段
た
る
治
化
主
義
を
執
る
ぺ
き
と
と
を
主
張
し

た
。
今
世
間
の
寅
勢
を
見
る
に
、
幸
踊
主
義
・
功
利
主
義
@
管
利
主
義
・
資
本
主
義
の
国
民
経
済
は
敦
れ
の
闘
に
で
も
次
第
に
窮
迫

の
迭
を
辿
り
つ
a
h

あ
る
。
多
く
の
闘
の
資
本
経
済
は
、
園
民
主
義
の
興
隆
に
際
し
、
園
家
の
統
制
下
陀
そ
の
徐
命
を
。
友
ぎ
居
る
有

様
に
て
、
若
も
圏
一
家
が
そ
の
自
立
の
矯
に
す
る
園
民
経
済
の
統
制
を
中
止
し
た
な
ら
ば
、
恐
ら
〈
資
本
経
済
は
そ
の
支
持
力
を
失
つ

て
、
人
々
の
意
外
と
す
る
陥
落
の
方
向
に
推
し
渇
ら
れ
る
で
る
ら
う
。
こ
の
現
勢
の
間
に
あ
っ
て
吾
人
は
再
び
治
化
主
義
経
済
を
取

第
げ
、
更
に
こ
れ
を
園
民
経
済
の
新
し
い
組
織
の
中
に
牧
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

乙
の
至
上
の
経
済
主
義
を
具
現
し
得
る
所
以
を

一
む
す
び
」
の
遣
と
続
替
経
済

第
四
十
七
巻

第

貌

持経済論議大正ト年二、三、六、七、十、十・、十二月旗。



「
む
す
び
}
の
道
と
統
管
経
済

第
四
十
七
巻

空事

量定

明
か
に
す
る
で
あ
ら
う
。

X 

X 

経
済
生
活
は
如
何
な
る
原
理
に
由
っ
て
行
は
れ
る
か
‘
如
何
な
る
主
義
に
錬
っ
て
行
は
る
べ
き
か
。
近
代
科
撃
の
一
種
た
る
肘
合

科
撃
に
属
す
る
近
代
経
済
撃
は
、
原
理
に
於
い
て
は
、
交
換
債
値
又
は
商
品
償
値
並
に
市
揚
的
債
格
及
び
枇
合
的
流
通
の
現
論
に
終

始
す
る
。
個
人
主
義
者
も
祉
会
主
義
者
も
同
ビ
流
通
経
済
を
異
勺
党
角
良
か
ら
凱
絡
す
る
に
過
ぎ
一
段
い
。
経
前
主
義

κ於
い
て
も
、

d
h
l
i
一二一

-
i
b
J
I
B
-に
こ

E
L
f
-
-
P
F
・
-
;

恒
人
十
主
義
者
は
恒
人

F
Hと
E
E
メ
恥
盆
と
を

E
私
I
C
b
ω
L

E
Z一二台
E
f
t
耳
、
暗
比
子
園
戸
土
、
司
士
主
こ
と

3
T
-
F
5
戸、

一市/釦

E
4喜
多
千
じ
R
u
j
E
2制

J
J
F
4』
C
3
J
I
棋

:

J

句，
A

結
局
は

経
済
生
活
を
手
段
と
見
る
所
の
欧
縦
巴
近
代
の
主
流
た
る
功
利
主
義
を
出
で
得
左
い
。
然
る
に
如
上
の
原
理
及
び
主
義
は
今
や
破
綻

に
頻
す
る
に
到
っ
た
。
交
換
偵
値
・
商
品
債
値
・
市
場
的
債
格
・
及
び
枇
曾
的
流
通
の
原
理
は
、
私
別
財
の
生
産
が
通
例
で
あ
り
、

公
共
財
の
生
産
が
例
外
で
る
り
、
私
別
財
の
流
通
が
順
調
に
行
は
れ
、
偶
K

位
滞
し
で
も
再
び
順
調
に
同
復
し
得
る
間
に
の
み
康
く

安
営
ず
る
。
然
る
に
最
近
の
図
民
経
済
は
商
品
経
済
の
情
勢
に
大
友
る
特
使
化
を
生
じ
っ
L
あ
る
。
邸
ち
私
別
財
に
比
べ
て
公
共
財
が

次
第
に
増
加
し
つ

L
あ
る
。
図
防
・
衛
生
・
教
育
・
女
化
等
に
要
す
る
公
共
財
の
外
に
、
生
産
用
具
も
亦
大
規
模
と
た
る
に
従
っ
て

私
別
財
と
し
て
は
所
有
し
切
れ
歩
、
所
有
し
得
て
も
利
用
し
切
れ
や
、
個
人
よ
り
舎
枇
へ
、
ト
ラ
ス
ト
へ
、
図
策
合
枇
へ
、
国
家
へ

と
、
利
用
首
事
者
を
移
し
つ
ミ
あ
る
。
か
L
る
公
共
財
は
私
別
財
に
見
ら
れ
る
や
う
左
炉
、
値
・
債
格
・
流
通
の
法
則
に
従
は
左
い
う

公
共
財
を
強
い
て
流
通
機
構
に
推
込
む
と
き
は
、
大
会
」
友
摩
擦
を
起
こ
し
で
機
構
の
破
綻
と
な
ら
ざ
る
を
得
友
い
。
我
が
園
の
現
献

を
見
て
も
軍
事
園
防
に
用
ゐ
ら
れ
る
財
物
は
木
来
商
品
で
は
な
い
。
欧
米
の
軍
需
品
製
造
は
、
可
な
り
国
際
流
通
に
入
込
む
商
品
生

産
ム
」
な
っ
て
ゐ
る
が
、
我
闘
の
揚
合
は
慨
し
て
非
商
品
生
産
で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
非
商
品
の
大
部
分
は
商
品
経
済
の
機
梼
に
よ
っ



て
生
産
さ
れ
つ
L
る
る
が
、

こ
れ
は
明
か
に
無
理
で
あ
り
、

と
れ
が
長
く
積
け
ば
機
構
の
破
綻
は
必
然
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
恰
も
陸

海
軍
士
官
の
養
成
を
授
業
料
牧
入
を
目
的
と
す
る
や
う
友
一
部
の
私
立
墜
校
に
任
か
せ
て
置
い
て
安
心
し
て
ゐ
る
や
う
た
も
の
で
あ

る
。
軍
事
園
防
の
潟
に
す
る
公
共
財
の
生
産
は
恐
ら
く
暫
時
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
や
賢
く
公
共
財
の
増
加
す
る
傾
向
は

永
続
的
で
め
る
。

そ
れ
は
枇
舎
生
活
の
緊
密
化
ム
」
岡
家
生
活
の
横
充
化
と
よ
り
来
り
、
ま
た
か

a
h

る
趨
勢
は
世
間
生
活
そ
の
も
の
L

進
還
に
外
た
ら
ね
。

公
共
財
の
増
加
に
よ
っ
で
、
岡
氏
経
済
は
進
歩
す
れ
ど
も
、
流
通
経
怖
は
牧
縮
す
る
。
と
の
牧
縮
を
償
ふ
か
の
如
〈
、
流
通
の
揚

岡
山
同
世
界
経
済
に
瞭
大
せ
ら
れ
た
。
さ
れ
ど
世
界
流
通
経
済
も
亦
岡
民
経
済
の
図
境
が
厳
守
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
前
途
を
抑
へ

ら
れ
た
。
今
の
流
泊
の
収
縮
を
以
て
一
時
の
反
動
欣
続
出
と
兄
る
は
謬
ゆ
で
あ
る

3

近
代
式
の
中
川
泊
経
怜
は
一
隠
そ
の
行
〈
問
ま
E
行

っ
て
、
今
後
は
新
し
い
他
の
経
済
形
態
に
推
移
す
る
も
の
と
考
へ
な
け
れ
ば
友
ら
ね
。

経
済
主
義
に
就
て
も
、
個
人
自
由
や
最
大
枚
盆
の
主
義
は
、
封
建
の
桂
桔
を
破
っ
て
新
し
い
生
産
方
訟
を
褒
展
せ
し
め
る
任
務
の

震
に
向
現
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
必
や
し
も
常
道
で
は
な
い
。
経
済
主
義
卸
ち
最
大
牧
徒
主
義
で
あ
る
と
教
科
書
に
殆
H
P

」洩

れ
な
く
記
述
さ
れ
る
ま
で
に
友
り
、
多
く
の
人
を
し
て
経
済
生
活
は
個
人
生
活
で
あ
る
と
考
へ
し
め
る
に
到
っ
た
近
代
の
思
想
及
び

行
績
を
改
め
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
な
い
。

さ
れ
ど
、
歴
史
の
進
展
は
こ
の
難
題
を
も
解
決
せ
し
め
な
け
れ
ば
己
ま
な
い
と
恩
は

れ
る
。
枇
合
主
義
は
個
人
主
義
を
批
判
し
矯
正
す
る
黙
に
於
い
て
傾
聴
に
値
す
る
。

さ
れ
ど
と
の
主
義
は
右
傾
を
左
傾
せ
し
め
る
に

止
ま
り
、
正
道
と
し
て
は
断
じ
て
推
得
さ
る
べ
き
も
の
で
ほ
左
い
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ヤ
を
見
よ
。
銃
往
二
十
年
の
賓
蹟
は
、
資
本

主
義
制
の
悪
弊
を
矯
正
せ
る
勤
に
於
い
て
貢
献
を
な
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
思
想
に
は
何
の
構
成
も
な
く
、
事
責
に
於
い
て
は
他
の
一

「
む
す
び
」
白
道
と
統
瞥
艇
済

第
四
十
七
巻

望書

裁



「
む
ナ
び
」
O
道
と
統
瞥
経
済

第
四
十
七
轡

四

第

量主

四

園
も
比
図
に
追
随
す
る
も
の
一
泣
く
、
否
却
っ
て
反
ソ
ヴ
エ
ト
風
潮
が
世
界
に
亙
っ
て
力
強
く
興
隆
せ
る
ほ
ど
で
る
る
。
こ
の
離
は
先

に
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
が
諸
国
に
奥
へ
た
る
影
響
と
甚
し
く
相
違
し
て
ゐ
る
。
斯
の
如
き
は
思
ふ
に
、
社
命
日
主
義
た
る
も
の
が
現
代
の

最
大
の
要
求
た
る
全
健
精
神
の
自
覚
及
び
顕
現
に
到
達
し
得
泣
い
近
代
の
遺
物
た
る
が
故
で
あ
ら
う
。

近
代
の
絞
一
例
原
迎
及
び
経
済
主
義
は
己
に
時
代
の
任
務
を
旧
市
た
し
、
油
開
る
所
は
奮
套
hz
墨
守
す
る
惰
性
と
徐
弊
と
で
あ
る
。
現
代

は
』
新
た
な
る
終
消
原
理
を
求
め
経
済
主
義
を
立
て
L
開
展
の
途
に
上
ら
司
な
け
れ
ば
た
ら
む
。
叉
動
向
と
し
て
は
巳
に
そ
の
設
が
聞
か

れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
孜
等
は
在
ア
¥
祈
し
い
も
の
を
考
へ
出
す
の
で
は
な
く
、
部
門

J

て
「
近
代
」
を
泊
ゆ
る
に
は
寧
ろ
近
代
以
前
の
慢

れ
た
る
思
想
を
問
顧
し
、
否
友
、
古
代
の
も
の
が
今
日
も
深
く
人
心
に
刻
銘
さ
れ
る
や
う
に
、
賞
は
古
今
を
通
じ
て
謬
ら
な
い
大
道

を
現
代
の
形
相
に
於
い
て
寅
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
事
は
決
し
て
無
理
で
友
い
。
管
利
主
義
は
古
か
ら
現
は
れ
て
ゐ
る

が
、
国
民
経
済
の
全
面
に
こ
れ
を
普
及
せ
し
め
確
立
せ
し
め
た
こ
と
は
近
代
の
一
大
特
色
で
る
る
。
し
か
し
こ
の
主
義
が
人
生
に
ム
」

っ
て
良
殻
叩
取
を
皐
げ
得
る
に
は
、

一
定
の
前
提
と
制
限
と
期
間
と
を
約
束
せ
る
揚
合
で
あ
る
。
と
の
主
義
に
採
る
園
民
経
済
は
、
過

去
百
五
十
年
徐
に
亙
っ
て
、
前
代
未
曾
有
の
繁
柴
を
驚
ら
し
た
る
が
、

や
が
て
と
の
主
義
自
ら
が
持
つ
般
載
を
増
大
し
て
、
逆
に
園

民
生
活
に
破
綻
を
来
た
さ
し
め
る
や
う
に
な
っ
た
。
と
の
際
に
先
づ
営
利
主
義
の
快
陥
に
着
眼
し
、
こ
れ
を
曝
露
し
痛
撃
せ
る
も
の

は
、
経
済
勢
力
階
級
の
針
立
を
指
摘
し
、
そ
の
解
消
に
乗
出
せ
る
吐
命
日
主
義
殊
に
共
産
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
病
弊
を
突
い
た
鄭

に
於
い
て
は
極
め
て
有
力
で
る
っ
た
が
、
惜
い
哉
志
向
に
於
い
て
五
鵠
を
失
し
、
階
級
封
立
の
故
に
悩
め
る
図
民
生
活
を
顧
慮
し
友

い
の
み
で
な
く
、
遁
宮
た
る
は
及
ば
ざ
る
如
く
脱
線
し
て
、
却
ワ
て
岡
民
生
活
の
破
壊
に
向
っ
て
突
進
し
た
。
共
産
主
義
は
破
壊
に

念
に
し
で
、
近
代
に
代
る
べ
き
「
現
代
」
を
持
た
な
か
っ
た
。
個
人
聯
帯
と
共
明
生
産
と
の
寵
南
主
義
は
偲
接
的
に
結
付
い
・
た
も
の
で



ち
り
、
「
現
代
」
の
要
求
た
る
ら
一
種
精
神
の
白
血
晶
一
及
ぴ
頴
現
と
は
縁
遠
い
所
の
自
然
科
事
的
な
る
「
近
代
」

の
焼
直
ほ
し
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る
隠
蔽
政
治
は
共
産
主
義
の
暗
黒
面
の
露
呈
で
あ
り
、

全
般
精
神
を
高
調
す
る
諸
国
か
ら
は

共
産
主
義
郎
ち
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
主
義
忙
封
ず
る
同
盟
防
衛
と
な
っ
て
、

そ
の
破
壊
力
を
抑
へ
ら
れ
る
に
到
っ
た
。

一一

新
し
い
経
済
生
活
の
主
義
l

ど
し
て
は
、
我
等
は
太
古
の
組
先
が
信
奉
し
た
る
「
む
す
び
」
の
道
を
現
代
に
復
現
ず
る
。
一
二
百
傘
徳

を
持
問
ず
と
、
近
代
産
業
の
前
に
何
の
牢
徳
ぞ
や
と
古
い
も
の
を
持
出
せ
ば
噺
笑
ず
る
者
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
む
す
び
」
の
道
ほ
ど

化
古
い
も
の
を
持
出
せ
ば
、
同
洋
丈
化
印
ち
即
日
外
交
化
と
信
じ
、
世
界
的
普
通
性
伝
凶
作
た
ぬ
日
本
精
神
は
川
町
お
に
u
h
ら
ぬ
と
公
ム
一
日
J
9

る
我
園
の
近
代
人
も
、
恐
ら
く
あ
っ
け
に
と
ら
れ
で
沈
献
を
中
る
か
も
知
れ
た
い
。
そ
れ
ほ
ど
斯
の
諮
は
「
託
代
し
よ
り
遠
ざ
か
っ

て
ゐ
る
が
、
ま
た
そ
れ
だ
け
「
近
代
」
を
超
克
し
て
「
現
代
」
の
光
明
と
な
っ
て
来
る
。

「
む
す
び
」
は
換
へ
て
言
へ
ぽ
法
化
で
あ
り
、
創
造
開
化
で
あ
る
。
創
造
は
観
念
的
な
る
も
の
を
現
賞
的
危
ら
し
め
る
。
卸
ち
初
め

主
客
末
分
の
欣
態
に
る
る
観
念
と
現
賓
と
か
ら
、
自
愛
的
陀
概
念
力
の
活
動
が
始
ま
る
。

そ
れ
か
ら
観
念
と
現
貨
と
が
分
か
れ
て
‘
創

遣
す
る
主
棋
と
創
占
居
さ
れ
る
客
韓
と
が
向
ひ
合
っ
て
段
々
観
念
が
現
賓
に
化
し
て
創
浩
が
終
る
。
次
で
客
慌
が
出
来
上
っ
た
と
き
は
、

更
に
七
憶
は
自
ら
生
ん
だ
客
鱒
を
我
が
方
に
迎
へ
て
こ
れ
を
観
照
叉
は
賞
践
の
針
象
と
す
る
。
そ
の
時
ま
た
主
鰐
と
容
積
と
が
向
ひ

合
び
な
が
ら
、
観
照
又
は
貫
践
の
聞
に
次
第
に
二
つ
が
一
つ
の
も
の
に
蹄
向
し
合
捜
す
る
。
こ
誌
に
て
主
髄
と
客
憾
と
が
ま
た
一
つ

の
我
に
蹄
主
唱
す
る
が
、
そ
の
我
は
創
誼
の
初
に
於
け
る
我
に
比
べ
て
一
段
と
康
い
世
界
に
出
で
二
段
と
高
弐
の
我
に
登
り
化
す
る
。

我
が
開
け
て
高
次
の
我
氏
化
す
る
こ
と
を
開
化
と
云
ふ
。
創
治
開
化
の
行
程
に
於
て
は
、
未
分
の
一
一
冗
が
分
化
し
、
八
刀
化
を
牧
め
て

「
む
す
び
」
の
道
と
統
替
経
済

第
四
十
七
巻

王E

第
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五



「
む
す
び
」
の
遵
と
統
替
経
済

第
四
十
七
巻

ム
ノ、

告再

就

占

ノ、

統
合
の
勝
一
に
上
ぽ
る
。

と
の
一
元
・
分
化
・
統
合
・
蹄
一
の
造
化
の
行
程
は
、

一
つ
一
つ
の
造
化
活
動
に
於
い
て
完
成
し
、

而
11> 

も
人
生
と
し
て
は
不
可
思
議
の
意
味
に
於
け
る
無
限
完
成
の
行
路
を
進
ん
で
己
ま
な
い
。

「
む
す
び
」

と
は
生
成
震
動
の
意
味
で
る

る
。
「
む
す
」
は
「
苔
の
む
す
ま
で
」
の
「
む
す
」
で
あ
り
、
「
む
す
び
」
は
結
び
の
意
味
で
は
な
い
。
尤
も
「
む
す
び
」
の
働
く
有

慌
に
は
、

(
一
)
第
一
者
か
ら
低
く
第
二
者
を
直
流
的
に
出
現
せ
し
め
る
揚
合
、

(
一
一
)
一
者
が
分
泌
し
て
二
以
上
の
も
の
を
出
現
せ
し

め
る
場
合
、

(
二
一
)
二
以
上
の
も
の
が
結
合
し
て
一
者
を
問
現
せ
し
め
る
揚
合
、

(
圃
)
第
一
者
わ
ら
高
〈
第
二
荷
を
向
ヒ
的
に
出
混
ぜ

し
め
る
揚
合
が
あ
る
コ
と
れ

k
一
政
す
れ
ば
、
我
が
古
道
に
於
け
げ
の
四
段
波
法
の
原
則
一
が
見
ら
れ
る
。

と
れ
佐
々
什
柑
朝
合

κ就
て
見
れ

ば
、
原
始
欣
態
よ
り
開
展
す
る
際
に
は
如
上
の
(
二
及
び
(
二
)
の
場
合
多
く
、
段

K
K
複
雑
な
る
生
活
と
な
れ
ば
三
一
)
及
び
(
凹
)
の

揚
合
が
多
く
た
る
。

(
一
一
一
)
の
二
以
上
の
要
素
が
結
合
し
て
一
者
を
成
ず
揚
合
は
極
め
て
多
く
、
従
っ
て
「
む
ず
」
か
ら
「
結
ぶ
」
の
語
が

出
た
の
で
あ
ら
う
。
財
貨
の
生
産
は
要
素
的
生
産
力
の
結
合
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
。

近
代
の
経
済
生
活
は
幸
踊
主
義
1

功
利
主
義
を
指
導
原
則
と
し
て
ゐ
る
。
現
代
に
於
て
は
こ
れ
を
改
め
て
法
化
主
義

i
期
成
主
義

に
進
め
友
け
れ
ば
な
ら
お
。
然
ら
ば
造
化
主
義
を
如
何
に
経
済
生
活
に
取
入
れ
る
か
。
そ
れ
に
は
先
づ
近
代
の
大
多
数
の
経
済
事
者

が
考
へ
て
ゐ
る
や
う
友
終
済
の
本
質
に
就
て
の
見
解
を
一
探
し
友
け
れ
ば
友
ら
ぬ
。
人
身
は
初
め
か
ら
経
済
と
は
枇
合
的
範
鳴
に
属

ず
る
も
の
と
決
め
て
か
L
る。

と
れ
を
改
め
て
、
経
済
の
本
領
は
世
間
に
出
現
せ
る
人
封
物
の
能
動
的
行
潟
で
あ
る
と
解
し
友
け
れ

ば
友
ら
ぬ
。
か
く
見
る
と
き
始
め
て
経
済
生
活
に
於
け
る
幸
踊
主
義
と
浩
化
主
義
と
の
選
揮
が
出
来
得
る
。
而
し
て
幸
一
繭
目
的
に
於

け
る
功
利
方
法
に
あ
っ
て
は
牧
益
が
最
も
豆
ん
ぜ
ら
れ
、

と
れ
が
迭
に
近
似
目
的
と
化
す
る
。

そ
れ
が
更
に
世
間
生
活
陀
現
は
れ
て

は
利
潤
の
逗
求
が
近
似
目
的
と
左
る
。
そ
れ
が
剖
ち
資
本
主
義
経
済
で
あ
る
。
然
る
に
造
化
目
的
に
於
け
る
期
成
方
法
に
於
て
は
、



牧
品
企
を
重
ん
や
る
も
、
そ
れ
は
畢
党
、
経
済
業
績
の
成
敗
を
示
す
指
標
に
過
ぎ
友
い
。
指
標
は
計
書
を
導
き
、
更
に
業
騒
を
審
査
し

て
次
の
計
査
に
資
す
る
任
務
を
帯
ぷ
る
重
要
の
意
義
を
有
す
る
も
.
指
標
が
何
h
f
示
さ
う
と
も
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
活
動
の
行
路
を

決
定
す
る
こ
と
ほ
た
い
。
故
に
法
化
主
義
が
世
間
生
活
に
現
は
れ
る
と
き
は
、
幸
一
肺
主
義
の
や
う
に
他
人
の
不
幸
に
ょ
っ
で
自
己
の

幸
一
耐
を
求
め
る
害
悪
は
生
じ
な
い
。
幸
耐
主
義
に
基
〈
叫
営
利
主
義
も
、
前
議
の
如
〈
一
定
の
前
提
と
制
隈
と
期
間
と
の
約
束
に
於
て

は
存
在
の
四
山
を
有
す
る
。

し
か
し
そ
れ
に
は
限
界
が
る
り
、

今
や
そ
の
限
界
は
近
づ
い
て
北
米
売
。

迫
化
主
義
は
摘
柴
の
道
官
あ

る
。
こ

L
に
で
も
指
樋
と
し
て
の
牧
盆
や
慣
備
を
宅
ん
や
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
目
的
で
な
い
。
準
化

E
義
で
は
、
生
産
は
憤
値

の
域
間
で
あ
る
と
は
一
一
一
同
は
な
い
。
生
産
の
目
的
は
財
貨
妓
能
の
法
出
で
あ
り
、
消
沈
の
目
的
は
柿
川
知
山
の
消
化
で
あ
る
。
財
貨
の
生
産

及
び
消
費
を
通
じ
て
人
間
そ
の
も
の
が
向
上
す
る
こ
と
が
経
怖
の
一
裏
目
で
あ
り
、
生
産
は
決
し
て
消
費
の
千
段
で
は
在
く
、
生
産
の

創
這
に
引
績
い
?
消
費
に
よ
る
開
化
が
不
可
分
に
達
観
す
る
。
経
済
生
活
は
決
し
て
他
の
生
活
の
手
段
で
は
な
く
、
経
済
生
活
に
於

け
る
創
造
開
化
は
他
の
生
活
に
於
け
る
創
迭
問
化
と
不
可
分
に
給
付
き
、

一
穂
と
し
て
の
人
間
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る
。
枇
命
日
主
義

者
は
資
本
主
義
を
痛
撃
す
る
が
、
資
本
主
義
は
翠
に
世
間
生
活
に
於
い
で
他
人
の
持
苦
を
犠
牲
と
す
る
自
己
の
快
梁
を
目
棋
と
す
る

の
み
で
法
く
、
そ
も
/
¥
資
本
主
義
の
中
一
夜
た
る
幸
嗣
主
義
な
る
も
の
が
人
聞
を
迷
は
し
め
、
最
上
の
幸
隔
ず
ら
も
激
増
端
極
ま
っ
て

悲
哀
を
生
や
る
本
質
所
一
内
蔵
す
る
こ
と
は
、
枇
命
日
主
義
と
い
へ
ど
も
心
付
か
な
い
。
図
民
生
産
力
が
私
別
財
か
ら
公
共
財
に
移
る
こ

と
は
世
間
生
活
陀
於
け
る
必
定
の
方
向
で
る
る
が
、
只
だ
と
の
方
向
に
つ
ら
れ
て
私
有
財
産
制
を
唆
革
す
る
だ
け
に
て
資
本
主
義
制

を
克
服
し
得
る
と
考
へ
る
程
度
で
は
、
未
だ
以
て
「
資
本
経
済
批
判
」
と
銘
を
打
つ
だ
け
の
威
力
は
た
い
。
経
済
生
活
を
枇
舎
的
範

暗
唱
に
推
込
め
、
機
械
そ
の
も
の
は
経
済
的
範
曜
に
属
し
な
い
と
言
っ
て
ゐ
る
7

ル
ク
ス
理
論
は
、
治
化
主
義
経
済
を
了
解
す
る
ま
で

「
む
す
び
一
白
蓮
と
続
普
経
済

第
四
十
七
巻

七
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七



一
む
す
び
一
の
道
と
続
替
粧
梼

第
四
十
七
巻

i¥ 

告書

抜

丹、

に
可
た
り
の
距
離
に
る
る
。
資
本
主
義
を
撃
た
し
め
る
に
吐
合
主
義
を
以
て
す
る
も
一
つ
の
妙
案
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
日

本
精
一
紳
か
ら
と
の
針
立
闘
争
を
見
れ
ば
、
共
忙
経
済
生
活
の
貴
き
を
知
ら
お
雨
陣
営
の
物
質
人
聞
の
品
ず
に
過
ぎ
な
い
。

造
化
主
義
は
人
針
物
の
生
活
に
把
持
さ
れ
る
が
、
然
ら
ば
と
の
生
活
を
具
現
す
ぺ
き
世
間
生
前
の
揚
は
何
庭
で
あ
ら
う
か
c

そ
れ

は
枇
A
W
経
済
の
中
に
し
止
つ
個
人
経
済
(
枇
周
経
済
を
含
め
て
)

に
は
行
は
れ
得
た
い
。
蓋
し
倒
人
意
士
山
(
枇
闘
意
志
を
含
め
て
)
立

一
札
合
勢
力
の

F
に
燃
泊
さ
れ
、
百
目
的
・
然
倒
念
的
。
唯
物
的
な
る
枇
命
日
勢
力
は
川

浩
化
の
加
を
」
高
級
の
志
向
を
但
搬
す
る
能
力
を

持
合
は
さ
友
い
か
ら
で
あ
る
。

世
界
経
済
は
街
段
無
観
念
的
で
あ
る
か
ら
、

一
定
の
志
向
に
よ
る
経
済
を
立
て
る
と
と
は
出
来
得
な
い
。
唯
だ
園
民
経
済
の
み
は
、
岡
家
意
士
山
に
よ
っ
て
意
識
的
に
動

ま
た
線
開
経
済
の
中
に
で
も
、

乙
L
に
も
造
化
主
義

は
勿
論
、

か
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

と
L

に
の
み
一
定
の
主
義
に
掠
る
経
済
生
活
を
具
現
し
得
る
。

凶
民
経
済
に
於
て
は
針
物
経
済
主
義
と
し

て
、
幸
踊
主
義
と
匙
化
主
義
と
の
勃
れ
を
も
選
鐸
し
得
る
。
近
代
図
民
経
済
は
自
然
に
褒
生
し
た
る
枇
合
経
怖
を
取
容
れ
た
も
の
で

る
る
か
ら
、
或
程
度
ま
で
は
強
い
ら
れ
て
幸
栢
主
義
を
採
り
、
そ
れ
が
世
間
生
活
の
揚
面
に
於
で
皆
利
主
義
・
資
本
主
義
の
流
通
経

怖
と
た
っ
て
現
は
れ
た
。
活
化
主
義
は
今
ま
で
の
や
う
な
流
通
粧
品
問
で
は
賓
現
し
難
い
。
蓋
し
流
通
経
済
で
は
、
生
産
者
と
消
費
者

と
が
別
個
の
人
格
と
た
る
か
ら
、
先
に
蓮
べ
た
ゃ
う
友
創
諮
問
化
の
過
程
が
分
解
さ
れ
て
、
創
造
と
も
た
ら
中
開
化
と
も
た
り
得
た

い
か
ら
で
あ
る
。
造
化
主
義
は
全
一
健
に
於
い
て
の
み
寅
現
し
得
ら
れ
る
。
而
し
て
園
民
経
済
を
金
一
惜
の
線
鶴
経
済
生
活
た
ら
し

め
る
に
は
、
そ
れ
が
園
民
経
済
目
的
を
遂
行
す
る
所
の
計
霊
経
済
と
た
ら
友
け
れ
ば
左
ら
ね
。
向
ほ
ま
た
計
室
経
済
で
あ
っ
て
も
、

統
制
経
済
の
階
段
に
止
ま
る
問
は
、
摩
擦
抵
抗
が
多
〈
、
進
化
主
義
的
計
葺
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
出
来
左
い

F

そ
の
計
書
粧
品
何
は
必



本

や
や
骨
骨
経
済
に
ま
で
高
め
ら
れ
左
け
れ
ば
友
ら
ぬ
。
私
は
曾
て
本
誌
に
於
い
て
「
経
済
統
制
の
理
論
的
根
操
」
去
題
す
る
小
篇
を

掲
げ
、

そ
と
で
は
庚
義
の
経
持
続
制
の
中
に
規
律
統
制
又
は
監
督
統
制
と
計
書
統
制
又
は
経
営
統
制
と
を
含
ま
し
め
た
。
然
る
に
世

間
の
用
語
例
は
慨

L
て
狭
義
の
規
律
統
制
の
み
を
統
制
経
済
と
呼
ぶ
ゃ
う
で
あ
る
か
ら
、
今
は
こ
れ
に
従
ひ
、
園
民
経
済
の
計
書
及

国
家
が
統
一
的
計
書
に
続
。
て
私
企
業
を
規
制
す
る
揚
ム
口
を
統
制
経
桝
と
時

ぴ
資
施
の
中
に
て
、
私
企
業
の
自
立
性
を
認
め
て
、

ぴ
、
進
ん
で
岡
家
が
私
企
業
の
白
立
性
を
否
定
し
、

揚
合
を
新
た
に
統
日
常
経
怖
と
呼
ぶ
と
と
i
h

ず
る
。

こ
れ
を
公
企
業
の
委
任
代
位
者
と
見
倣
し
、
園
民
経
済
を
統
一
的
に
経
営
す
る

統
皆
経
済
は
国
民
経
怖
の
統
一
的
経
倍
で
あ
り
、
問
削
の
統
治
に
却
す
る
図
民
経
済
の
粧
品
廿
円
で
あ
る
。
こ

L
で
は
閣
家
宝
志
が
主
動

品
刊
と
な
り
、
岡
人
を
準
ゐ
て
凶
民
的
生
古
川
及
び
山
内
引
の
業
務
を
討
議
し
山
賀
行
し
、

そ
の
判
的
及
び
取
県
は
閣
の
宮
の
掛
川
殖
並
に
普
及

で
る
る
。
続
日
常
経
済
の
行
は
れ
る
闘
民
経
済
で
は
、
関
民
国
殺
が
統
一
的
金
閣
を
成
し
、

そ
の
中
に
て
園
民
経
済
業
務
が
経
倍
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
人
々
は
図
案
京
士
山
の
総
持
の
下
に
立
ち
、
分
業
に
よ
っ
て
生
産
し
分
毎
に
よ
っ
て
消
費
し
、
分
捻
及
び
分
受
の
按
分

関
係
に
於
い
て
図
民
経
済
そ
の
も
の
が
一
閥
系
を
成
し
て
経
替
さ
れ
る
。
園
を
表
現
す
る
国
家
意
志
が
統
一
的
に
経
済
業
務
を
経
営

す
る
黙
に
於
い
て
統
制
経
済
と
異
る
。
統
制
も
統
山
世
間
も
共
に
計
霊
的
で
あ
り
、
園
の
富
の
増
殖
並
に
普
及
を
目
標
と
す
る
庚
義
の
計

書
経
済
で
あ
る
。
し
か
し
統
制
経
済
は
同
家
が
計
書
す
る
も
、
貴
行
に
営
つ
て
は
私
企
業
の
自
立
性
を
認
め
、
園
家
は
そ
れ
を
目
的

及
び
計
董
に
遁
感
ず
る
や
う
に
規
制
す
る
に
止
ま
る
。
然
る
に
統
皆
経
済
は
園
家
が
計
重
に
吹
い
で
賀
行
に
首
る
。
但
し
と
の
揚
合

に
線
て
の
企
業
が
閣
法
又
は
官
倍
に
移
さ
れ
る
の
?
は
な
い
。
{
呂
町
営
又
は
地
方
自
治
樫
経
瞥
に
遁
ず
る
も
の
は
そ
の
や
う
に
な
し
、

敢
に
於
い
て
多
い
民
間
の
企
業
は
こ
れ
を
統
一
的
風
民
経
仰
の
構
成
分
と
認
め
、

そ
れ
ら
は
放
任
さ
れ
た
企
業
で
な
〈
、
園
の
委
任

一
む
す
び
一
の
道
と
続
替
恕
済
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四
十
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せ
る
企
業
と
し
て
待
遇
さ
れ
る
。
委
任
事
業
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
こ
れ
を
制
す
る
の
で
な
く
、
乙
れ
を
指
附
し
て
業
績
を
象
げ
し

め
る
の
で
あ
る
。
も
と
一
切
の
企
業
は
針
世
的
供
給
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
に
用
ゆ
る
生
産
力
の
進
出
及
び
そ
れ
ら
の

結
合
も
決
し
て
個
人
的
に
行
は
れ
や
、
国
民
的
に
行
は
れ
る
。

こ
の
場
合
に
企
業
が
私
人
に
放
任
さ
れ
る
と
き
は
、

そ
の
副
民
的
逗

、
、
、
、

州
首
が
枇
合
勢
力
に
よ
っ
て
侃
…
計
義
的
に
行
は
れ
る
が
、

、
、
、

こ
れ
を
岡
一
家
威
力
の
下
に
移
し
計
喪
的
に
資
行
す
る
と
と
が
邸
ち
統
枠
内
経
済

の
特
色
で
あ
る
。
経
惜
の
主
憾
が
唯
一
の
関
家
に
移
る
が
故
に
、
民
間
自
主
の
企
業
は
閣
の
委
任
に
よ
る
企
業
に
時
化
す
る
。
否
寧

ろ
企
業
の
資
質
左
見
る
紅
ら
ば
、
交
換
経
情
時
代
に
出
現
し
た
る
手
工
業
及
び
商
業
は
慨
し
亡
私
人
四
ち
刑
舎
人
の
創
意
に
聞
で
た

る
も
の
で
あ
る
が
、
近
代
圏
民
経
済
の
根
幹
を
た
せ
る
重
要
友
る
産
業
・
商
業
は
、
国
家
の
委
任
に
よ
っ
て
殻
企
さ
れ
た
る
も
の
が

多
き
を
占
め
℃
ゐ
る
。
株
式
含
祉
の
起
源
と
言
は
れ
る
千
六
百
年
頃
の
英
蘭
の
東
印
度
合
枇
が
然
う
で
あ
り
、
株
式
舎
枇
は
特
許
よ

り
許
可
に
認
可
に
と
推
移
し
、
届
出
設
立
と
な
っ
て
自
主
的
私
営
の
色
彩
が
濃
厚
と
な
っ
た
。
然
る
に
最
近
は
復
た
私
企
業
が
国
策

に
沿
ふ
て
組
織
さ
れ
運
告
せ
ら
れ
る
や
う
に
ゆ
た
っ
て
、
委
任
の
貨
が
吠
第
に
回
復
さ
れ
つ
L
あ
る
。
我
闘
に
於
け
る
明
治
維
新
以
後

の
企
業
の
多
く
は
闘
の
委
任
に
上
る
も
の
と
見
る
ぺ
き
で

b
る。

大
慢
に
於
い
て
統
替
経
済
に
於
け
る
経
消
事
業
は
、

園
口
町
需
要

に
適
膝
す
べ
き
地
位
の
軽
章
一
に
従
っ
て
、
公
共
的
直
叫
門
月
の
も
の
と
指
定
委
託
の
も
の
と
或
規
定
の
下
に
氏
聞
に
委
任
せ
ら
れ
る
も
の

と
白
紙
委
任
欣
を
授
け
ら
れ
た
や
う
に
企
業
者
の
自
由
経
債
に
委
任
さ
れ
る
も
の
と
の
四
段
に
別
勺
と
と
が
出
来
る
。
自
由
経
営
も

ま
た
委
任
さ
れ
た
る
経
器
で
あ
り
、
針
世
的
供
給
を
な
す
企
業
は
憾
で
園
民
経
済
の
事
業
と
し
て
公
共
性
を
帯
ぷ
る
が
、
と
れ
ら
を

意
識
的
友
る
統
一
的
経
由
宵
に
収
容
せ
る
も
の
が
即
ち
図
民
統
畿
経
稀
で
あ
る
。
粧
品
目
又
は
経
営
阜
の
諾
は
、
自
由
主
義
時
代
に
は
専

ら
私
企
業
に
肘
ゐ
ら
れ
、
岡
氏
経
済
は
気
の
毒
に
も
私
経
替
主
惜
の
関
聯
的
綜
合
に
外
注
ら
ね
と
考
へ
ら
れ
、
甚
し
き
は
圏
民
経
済



は
一
つ
の
視
念
形
態
た
る
に
止
ま
り
費
在
す
る
も
の
で
左
い
と
ま
で
忠
は
れ
た
。
こ
の
謬
っ
た
思
想
ば
今
や
現
賓
の
前
に
梯
拭
せ
ら

れ
、
園
民
経
済
の
経
管
が
文
字
通
り
に
我
等
の
認
識
に
上
っ
て
来
た
。

統
制
経
済
は
今
我
園
に
於
い
て
も
次
第
に
強
化
さ
れ
て
来
た
。
然
る
に
統
制
は
寛
巌
宜
し
き
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
政
府

が
私
企
業
に
謝
し
て
規
制
を
加
へ
る
の
は
、
統
一
的
計
書
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
現
に
企
業
経
替
に
常
る
者
の
多
数
は
経
済
計
査

に
参
奥
し
て
責
任
を
分
携
す
る
も
の
?
た
い
か
ら
、
計
護
者
と
経
皆
者
と
の
問
に
周
出
向
友
る
連
絡
な
く
、
双
方
問
の
了
解
同
意
を
快

ぐ
所
忙
統
制
が
数
々
裏
切
ら
れ
る
コ
企
業
計
は
規
制
せ
ら
れ
る
を
喜
ば
十
、

と
れ
よ
り
脱
却
し
よ
う
と
し
、
政
府
は
じ
れ
を
抑
へ
℃

地

-
v
h
r
E
ハ
L
L
v
t
z
、

、i
z
-
-
k
:
j
t
そ
こ
に
は
形
式
的
合
法
行
漁
民
主
っ
て
統
制
の
賞
を
彼
る
巧
妙
な
る
千
段
が
講
ぜ
ら
れ
る
。

ま
た
統
制
が

峻
厳
に
友
れ
ば
、
企
業
は
往
々
萎
縮
し
て
計
蓬
の
或
部
分
を
空
丈
化
ず
る
こ
と
が
稀
で
友
い
。
殊
に
現
営
の
無
計
課
一
的
に
護
起
さ
れ

た
る
私
企
業
を
前
提
と
す
る
計
査
は
、
統
}
さ
る
ぺ
き
周
到
な
る
各
部
内
の
配
置
を
困
難
な
ら
し
め
、
企
業
者
の
利
谷
追
求
は
、
本

質
的
に
園
民
経
済
の
目
的
に
反
ず
る
行
動
を
も
敢
へ
て
し
て
怪
ま
な
い
や
う
友
絞
陥
さ
へ
も
績
向
せ
し
め
る
。
我
園
現
在
の
非
常
時

に
於
て
、
而
か
も
商
品
と
見
る
べ
か
ら
ざ
る
軍
需
品
を
供
給
す
る
企
業
の
中
に
も
、
利
潤
増
加
に
熱
心
な
も
の
が
少
く
な
い
の
で
あ

る
。
同
じ
く
皇
圏
の
民
に
し
て
、

一
方
に
は
身
命
を
婚
し
て
園
を
同
め
る
も
の
が
あ
り
、
他
方
に
は
こ
の
機
舎
に
私
利
を
計
る
も
の

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
一
つ
の
閣
の
生
活
と
言
へ
る
だ
ら
う
か
。
統
制
は
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
に
は
力
が
足
ら
な
い
。
ド
イ

ツ
の
や
う
に
大
戦
後
の
苦
杯
を
満
喫
し
て
後
、
敵
陣
の
中
に
在
る
か
の
感
を
以
て
起
上
っ
た
所
で
は
、
企
業
者
も
閣
の
計
葺
に
参
加

し
て
責
任
を
分
捨
し
、
統
制
も
割
合
に
好
良
の
放
某
を
商
事
げ
て
ゐ
る
が
、
と
れ
と
て
も
倫
ほ
満
足
す
る
に
足
ら
友
い
。
我
国
の
私
企

業
の
中
に
は
、
統
制
が
何
時
ま
で
続
く
だ
ら
う
か
友
ど
と
考
へ
て
ゐ
る
も
の
も
少
く
友
い
。
統
制
経
済
は
時
勢
の
要
求
に
工
っ
て
出

「
む
す
び
」
白
遣
と
続
替
経
済

第
四
十
七
巻
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告事

掠

現
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
れ
泣
〈
て
は
現
代
の
世
界
生
活
に
は
庭
し
て
行
け
ね
事
情
に
あ
る
が
、
本
来
乙
の
統
制
は
公
益
と
私
読
曹
と

の
二
元
相
加
の
悩
を
持
ち
、
表
も
政
府
の
勢
威
が
剥
く
た
ら
ば
、
直
ち
に
民
間
の
勢
力
に
よ
っ
て
逆
に
牽
制
せ
ら
れ
、
統
制
の
制
度

に
よ
っ
て
却
っ
て
逆
数
回
引
を
生
中
る
危
険
さ
へ
多
分
に
る
る
。
か
L
る
不
安
定
の
扶
態
に
開
削
民
経
済
を
置
く
こ
と
は
、
決
し
て
園
策

の
宜
し
き
を
得
た
る
も
の
と
は
言
へ
な
い
。

山
川
代
又
統
制
経
怖
で
は
統
制
の
任
に
恰
る
者
は
政
府
で
め
る
c

政
L

れ
の
大
臣
及
び
行
政
官
民
は
、
民
間
の
企
業
者
佐
向
ふ
に
犯
は

し
て
閣
民
経
怖
の
計
書
一
遂
行
に
立
入
る
に
は
、
そ
の
眠
能
に
於
い
て
誼
訟
で
た
〈
、

こ
の
散
に
数
々
民
間
の
金
業
に
献
弄
せ
ら
れ
又

は
裁
断
に
於
て
過
誤
を
犯
す
危
険
が
多
い
。
官
僚
狽
善
の
批
難
は
、
車
に
私
径
抑
慶
に
封
ず
る
私
人
側
の
不
満
か
ら
の
み
で
た
く
、

例
外
は
る
る
が
、
慨
し
て
と
れ
ま
で
の
如
き
法
皐
土
出
身
の
官
交
を
し
て
図
民
粧
品
何
の
統
制
に
首
ら
し
め
る
と
と
が
蛍
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
や
う
に
、
園
民
粧
品
何
の
仕
事
は
政
治
に
属
せ
や
、
政
府
の
行
政
官
吏
の
仕
事
で
た
い
と
と
を
一
言
乙
L

に
指
摘
し
て
置
き
た
い
。回

統
制
経
済
は
過
渡
期
に
於
い
て
必
要
な
る
一
階
段
で
あ
る
が
、

と
れ
で
は
克
〈
、
園
民
経
済
の
目
的
を
賓
現
ず
る
こ
と
が
出
来
左

ぃ
。
統
制
経
済
は
こ
れ
を
止
め
た
け
れ
ば
な
ら
ね
。
し
か
し
単
に
こ
れ
を
止
め
て
放
任
経
済
の
方
向
へ
返
却
す
る
こ
と
は
、
明
か
に

経
済
褒
展
の
方
向
に
逆
行
す
る
時
代
錯
誤
で
あ
り
‘
と
れ
を
希
望
す
る
者
は
‘
唯
だ
私
利
追
求
に
走
っ
て
終
に
己
自
ら
を
破
械
に
翠
〈

一
部
の
私
企
業
者
か
、
叉
は
図
民
経
済
の
存
在
さ
へ
知
ら
た
い
時
代
後
れ
の
自
由
主
義
者
で
あ
ら
う
。
統
制
経
済
は
こ
れ
を
止
め
て

更
に
こ
れ
を
統
瞥
経
済
に
ま
で
高
協
し
た
け
れ
ば
た
ら
ね
c

統
制
経
済
は
計
量
し
監
督
す
れ
ど
も
貧
行
し
な
い
。
自
ら
賓
行
し
一
た
い



計
査
は
貫
際
に
印
し
難
い
綾
黙
を
伴
ふ
。
統
営
経
済
は
計
霊
と
共
に
貴
行
ず
る
。
寅
行
に
営
つ
て
は
宮
骨
の
外
に
民
営
の
企
業
を
も

多
く
抱
擁
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
一
貫
せ
る
方
針
と
指
令
と
の
下
に
置
い
て
、
国
民
経
済
の
目
的
資
現
に
首
る
。
民
替
事
業
は
各
人
の

護
企
に
任
か
す
と
い
へ
ど
も
図
の
委
任
せ
る
事
業
で
あ
り
、
委
任
欣
に
は
園
民
経
済
の
目
的
費
現
に
随
一
ら
し
め
る
や
う
に
明
雌
在
る

規
定
を
付
し
、
官
替
と
民
慢
と
を
結
ん
で
経
皆
の
一
元
化
を
計
り
、
統
制
の
内
部
的
快
陥
た
る
一
一
元
相
魁
を
超
克
す
る
。
但
し
統
営

経
済
を
成
功
せ
し
め
る
に
は
、
官
山
首
と
委
任
民
替
と
を
以
て
足
れ
り
と
し
な
い
。

統
皆
経
済
に
於
け
る
絞
樺
機
闘
と
し
て
は
、
新
た
に
公
法
人
格
を
有
す
る
事
業
自
治
酬
胞
を
設
け
、
こ
れ
を
し
て
官
営
と
民
営
E
C

勃

礼
に
も
溜
切
で
な
い
経
済
事
業
を
経
営
せ
し
め
る
こ
と
L
ず
る

3

訟
は
こ
の
機
闘
を
命
日
枕
に
代
る
ぺ
き
公
祉
と
名
づ
け
る
。
公
社
に

就
い
て
は
別
に
こ
れ
を
詳
一
流
す
る
機
舎
が
一
あ
る
で
あ
ら
う
が
、

こ
れ
は
現
在
の
公
共
組
合
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
同
氏
総
枠
の
事
業

を
経
営
す
る
公
共
機
闘
で
あ
っ
て
、
事
業
目
的
に
闘
し
て
は
図
家
の
計
葺
に
基
き
岡
家
の
指
令
を
受
く
る
が
、
経
営
事
務
に
就
い
て

は
庚
い
自
治
を
認
め
る
。
日
公
枇
に
は
町
営
利
目
的
を
許
さ
た
い
が
、
牧
径
の
分
配
は
枇
員
全
般
に
亙
る
や
う
た
僚
件
を
付
し
て
自
治
に

任
か
す
。
公
祉
は
舎
此
の
如
き
資
本
組
織
で
な
く
、
勤
持
組
織
と
な
し
、
資
本
の
一
部
又
は
大
部
は
国
家
の
金
融
機
関
か
ら
供
給
す

る
a

公
祉
を
し
て
弐
第
に
舎
祉
に
代
ら
し
め
る
と
き
は
、
聞
早
に
統
借
経
済
を
し
て
そ
の
質
密
媒
げ
し
め
得
る
の
み
友
ら
や
、
今
円
の

大
問
題
た
る
資
本
主
義
経
済
の
悪
弊
を
略
ぼ
抜
木
的
に
除
去
し
得
る
で
あ
ら
う
。

続
得
山
経
済
に
於
げ
る
経
済
皆
務
の
主
舗
は
岡
家
で
あ
る
。

し
か
し
業
務
を
播
任
す
る
営
局
者
は
専
掌
の
岡
家
機
関
(
地
方
自
治
圏

題
を
含
む
)

と
公
祉
と
民
間
の
経
皆
受
任
者
と
で
あ
る
。
そ
の
公
枇
は
勿
論
、
鈴
道
省
の
如
き
事
業
経
営
の
局
に
営
る
岡
家
機
関
と

云
へ
ど
も
政
府
に
岡
崎
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
と
L

に
政
府
と
並
立
つ
岡
家
機
闘
に
就
い
て
少
し
〈
説
明
を
要
す
る
。
従
来
の
思
想

で
は
園
家
と
政
治
と
を
韓
と
用
と
の
関
係
の
如
く
見
℃
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
営
つ
て
ゐ
友
い
。
抑
も
園
の
生
活
に
は
、
園
の
紡
恥
と
園

「
む
す
び
」
の
遣
と
続
替
鰻
済

第
四
十
七
巻

第
一
一
旗



一
む
す
び
」
の
誌
と
統
管
艇
務

第
四
十
七
巻

四

第

競

四

の
経
皆
と
の
二
つ
が
相
須
っ
て
行
は
れ
友
け
れ
ば
友
ら
ね
。
統
治
は
園
を
悶
め
、
経
営
は
園
を
開
ら
く
。
統
治
は
も
と
よ
り
犬
切
で

あ
る
が
、
我
岡
K
於
け
る
太
古
以
来
の
体
統
た
る
図
の
経
営
が
近
代
に
到
っ
て
軽
ん
ぜ
ら
れ
て
来
た
こ
と
は
賓
に
遺
憾
で
あ
る

s

個

人
主
義
者
に
は
闘
の
統
治
と
云
ふ
概
念
さ
へ
不
明
確
で
あ
る
か
ら
、
園
の
粧
品
百
に
至
つ
て
は
全
く
思
料
の
外
に
あ
る
。
我
固
と
し
で

は
、
統
治
と
経
費
と
は
並
立
っ
て
而
か
も
不
可
分
の
関
係
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
統
治
の
作
用
は
政
治
で
る
り
.
そ
の
機
闘
は
政
府
で
あ

る
o

粧
品
百
の
作
山
は
侍
務
で
あ
り
、
そ
の
機
関
一
は
佳
一
助
ぜ
あ
る
。

政
治
は
岡
の
諸
般
の
生
滑
を
一
止
だ
す
川
良
及
ぴ
そ
の
窪
山
引
で
-b

り
、
州
出
百
務
は
家
事
・
絞
ぃ

mb
街
止
。
一
併
記
百
位
?
の
図
の
生
前
内
容
を
施
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
〈
ば
家
事
に
於
い
て
は
、
政
治
に
属

す
る
軍
政
及
び
軍
事
併
が
あ
る
と
央
に
、
州
首
務
K
脱
す
る
軍
令
及
び
箪
令
部
が
あ
り
、
戦
時
K
口
特
紅
白
取
高
の
州
市
町
斯
た
る
大
本
営
が

設
け
ら
れ
る
。
然
る
に
他
の
方
面
に
は
こ
の
分
掌
が
具
備
し
て
ゐ
た
い
。
教
育
に
闘
し
で
は
、
数
政
の
最
高
機
闘
は
あ
ワ
て
も
毅
令

の
そ
れ
が
た
い
。
経
械
に
閲
し
て
は
、
政
治
の
方
も
分
立
し
て
居
り
、
帆
常
務
に
到
つ
て
は
甚
し
い
不
統
一
を
曝
爵
し
て
ゐ
る
。
遮
信

省
や
鍛
遺
骨
甘
は
経
済
替
務
を
掌
る
山
世
間
所
で
あ
り
、
教
育
山
田
百
務
に
首
る
帝
園
大
撃
の
如
き
も
の
と
同
列
で
あ
る
。
国
務
大
臣
と
し
て
は

営
然
で
あ
る
が
、
鈴
超
大
臣
と
し
て
は
政
治
に
属
す
る
内
閣
命
日
議
に
首
然
参
加
す
べ
き
・
も
の
で
は
友
い
。
政
府
に
魁
寸
る
人
K

が
司

法
官
吏
及
び
行
政
官
吏
で
あ
り
、
位
百
所
に
属
す
る
人
K

は
政
府
闘
係
の
官
吏
で
は
な
い
。
武
官
・
教
官
・
技
官
と
云
ふ
が
如
き
は
、

国
家
機
闘
た
る
官
級
に
あ
る
も
、
司
法
官
及
び
行
政
官
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
か
〈
の
如
く
園
円
余
機
闘
を
政
治
機
関
と
A

常
務
機
関

と
に
分
ち
、
そ
れ
件
¥
に
通
営
た
る
人
を
充
て
る
な
ら
ば
、
始
め
て
図
の
生
活
が
軌
道
に
上
ぼ
っ
て
来
る
。
と
れ
ま
で
の
や
う
に
、

経
済
行
政
官
騰
に
六
法
制
昨
緯
流
の
法
副
学
士
出
身
を
採
用
し
た
こ
と
さ
へ
不
趨
首
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
ら
の
行
政
宮
交
を
し
て
経
済

統
制
の
任
に
営
ら
し
め
る
か
ら
、

そ
の
放
阻
取
が
善
く
幾
ら
た
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
統
叫
営
経
済
と
な
ら
ば
、
今
ま
で
の
や
ろ
な
法
皐

士
出
身
で
は
到
底
致
方
が
な
い
。

こ
の
紋
陥
る
る
所
に
、
経
済
の
事
は
財
界
人
に
任
か
せ
よ
な
ど
放
言
す
る
も
の
を
生
十
る
の
で
あ



る
。
統
替
経
済
は
岡
兵
経
済
の
統
一
的
経
替
で
あ
り
、
経
替
は
軍
事
で
も
教
育
で
も
経
怖
で
も
、
政
治
家
の
任
務
で
は
た
く
叫
常
務
家

の
住
務
で
あ
り
、
政
府
の
仕
事
で
左
〈
、
品
百
所
の
仕
事
で
あ
る
。
統
営
経
済
に
は
首
然
に
司
令
参
謀
機
闘
を
必
要
と
し
、
替
務
練
法

の
士
を
必
要
と
し
、
殊
に
軍
事
大
本
替
を
設
け
ら
れ
た
る
今
日
に
は
、
経
済
本
管
の
設
置
を
必
要
と
す
る
。

五

「
む
す
び
」
に
は
「
た
か
み
む
す
び
」
と
「
ふ
か
み
む
す
び
」
と
の
二
通
り
あ
る
。

同
ビ
造
化
の
大
業
を
符
む
に
営
つ
で
も
、

方
で
は
大
所
高
所
に
立
っ
て
全
般
の
終
詩
や
一
指
導
し
、
他
方
で
は
分
た
そ
注
せ
る
各
部
門
の
持
場
に
あ
っ
て
局
所
深
所
に
立
入
っ
て

経
僚
の
効
果
を
事
げ
る

G

一
一
者
は
離
れ
得
泣
い
関
係
に
立
ち
、
高
所
よ
り
の
指
導
が
た
け
れ
ば
深
化
も
迷
路
に
入
る
恐
れ
多
く
、
深

所
へ
の
探
求
な
け
れ
ば
所
矧
の
目
的
む
迷
ず
る
こ
と
が
山
来
泣
い
。
・

4

つ
の
も
の
が
相
須
っ
て
法
化
の
大
栄
が
統
一
せ
ら
れ
滋
行
せ

ら
れ
る
。
図
民
経
誠
引
に
於
い
て
「
む
す
び
」
の
道
を
打
建
て
る
に
は
、
経
済
業
務
の
統
一
的
経
皆
に
由
る
外
は
な
い
。
幸
嗣
主
義
も

治
化
主
義
も
汎
人
生
活
の
目
的
で
あ
る
か
ら
、
敦
れ
も
世
間
生
活
た
る
国
民
経
済
に
具
現
し
得
ら
れ
友
い
と
と
は
左
い
。
さ
れ
ど
幸

隅
主
義
は
個
人
に
具
現
し
易
く
、
幸
隔
を
求
め
る
功
利
主
義
は
利
己
主
義
又
は
個
人
相
互
主
義
と
な
る
傾
向
が
強
い
。
金
四
回
生
活
に

具
現
し
易
き
も
の
は
造
化
主
義
で
あ
り
、
ま
た
造
化
主
義
は
全
健
生
活
に
於
い
て
始
め
て
そ
の
具
現
の
場
所
を
奥
へ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
個
人
的
幸
隔
を
念
願
と
す
る
近
代
経
済
は
窮
迫
し
て
来
た
。
会
鵠
的
法
化
の
現
代
経
済
が
今
熱
求
さ
れ
て
ゐ
る
。

近
代
の
事
問
は
個
人
を
隼
ぴ
、
「
創
造
は
個
人
の
自
由
よ
り
生
れ
る
」
と
考
へ
る
者
が
多
い
が
、

こ
れ
は
茜
し
い
謬
見
で
あ
る
。
創

遣
は
汎
人
的
志
向
で
あ
る
。
そ
れ
が
世
間
生
活
に
具
現
す
る
揚
合
に
は
、
個
人
的
創
造
と
も
な
り
、
超
個
人
的
創
造
と
も
な
る
。
超

個
人
的
資
鐙
の
存
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
近
代
の
観
念
を
以
て
し
で
は
、
現
代
に
興
隆
せ
る
超
個
人
的
岡
家
の
創
法
的
粧
笹
を
了
解

し
得
泣
い
で
あ
ら
う
。
統
轡
経
済
は
超
個
人
的
創
造
の
経
済
で
あ
り
、
近
代
思
想
、
殊
に
近
代
に
終
始
せ
る
従
来
の
経
済
惑
が
関
知

「
む
す
び
」
の
遣
と
統
替
経
済

第
四
十
七
径

ヨ王
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「
む
す
び
一
の
遣
と
統
轡
純
梼
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四
十
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巻
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ノ、

し
得
な
か
っ
た
現
代
経
拙
円
で
あ
る
。

「
む
す
び
」
の
道
を
指
導
精
一
柳
と
す
る
統
営
経
済
は
、
我
が
閣
に
出
現
す
る
図
民
経
済
で
あ
る
。
大
日
本
は
「
む
す
び
」
の
図
で
あ

る
。
彼
の
西
洋
文
化
を
目
し
て
世
界
文
化
と
誤
認
す
る
や
ろ
な
我
岡
一
部
の
思
想
家
は
、
我
が
園
鰹
や
「
む
す
び
」
の
道
を
指
し
て

日
本
の
特
殊
性
と
友
し
、

特
殊
の
み
に
て
は
慣
値
な
く
、

そ
れ
が
世
界
的
普
遍
性
に
徹
し
左
け
れ
ば
隼
草
す
る
に
足
ら
ぬ
と
考
へ

る
。
特
殊
の
も
の
と
い
へ
ど
も
自
国
民
に
と
勺
て
は
他
と
摸
へ
難
い
憤
佑
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
「
む
す
び
」

の
哨
喝
の
如
き
は
決
し
て
日
本
の
特
妹
の
も
の
で
は
な
く
、

他
の
悶
民
に
も
こ
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
ね
。

佐
い
と
戸
万
一
J
=

コ
J

f

HYET--L-

惇
ら
泣
い
黙
は
、

斯
の
道
一
は
日
本
自
鰹
の
思
想
及
び
行
績
で
る
る
と
一
一
員
ふ
こ
と
で
あ
り
、

斯
の
道
を
外
に
し
て
は
日
本
の
日
本
た
る

所
以
が
夫
は
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
白
樺
性
の
中
に
は
、
特
殊
の
方
面
も
あ
ら
う
が
、
ま
た
世
界
的
普
遍
性
の
方
面
も
含
ま
れ
て
ゐ

る
と
忠
ふ
。
諸
岡
民
の
各
自
の
開
化
が
鰯
流
し
交
流
し
周
流
し
て
や
が
て
合
流
す
る
と
き
は
、
各
四
四
民
の
自
櫨
性
の
中
に
含
ま
れ
た

る
賞
現
的
世
界
普
湿
性
が
現
賓
的
世
界
普
通
性
に
化
ず
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
世
界
的
悶
化
で
あ
る
。

中
外
に
施
し
て
惇
ら
や
と

教
へ
た
ま
へ
る
は
、
現
寅
に
位
界
的
普
遍
の
も
の
と
怒
っ
て
ゐ
る
と
言
ふ
と
と
で
は
た
く
、
世
界
に
通
じ
て
寅
現
的
普
通
性
を
保
有

す
る
と
言
ふ
意
味
を
一
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
悶
有
の
遣
に
精
進
す
る
こ
と
ミ
世
界
的
開
化
に
準
向
す
る
と
と
L
は
、
同
一
の
方

向
に
立
っ
て
ゐ
る
。
彼
の
外
岡
文
化
を
忠
一
ん
で
無
形
財
産
と
せ
る
者
の
多
く
は
、
財
産
愛
情
の
故
に
祖
国
の
開
化
を
樫
ん
じ
、
日
本

に
は
諸
文
化
を
揖
取
ず
る
能
力
は
あ
っ
て
も
間
有
の
文
化
は
た
い
か
ら
、
宜
し
く
東
西
の
文
化
を
綜
合
し
て
世
界
文
化
の
建
設
に
営

る
べ
き
で
あ
る
と
言
ふ
。

こ
う
言
ふ
人
K

は
果
し
て
「
む
す
び
」
の
道
に
就
い
て
深
く
思
索
し
緯
験
し
た
る
と
と
が
あ
っ
た
で
あ
ら

う
か
。
ま
た
思
想
と
共
に
進
ん
で
一
む
す
び
」
の
道
に
由
る
統
轡
経
済
を
打
建
て
る
と
き
は
、
彼
の
共
産
主
義
経
済
の
如
き
も
の
が
、

如
何
に
低
劣
未
熟
の
も
の
で
あ
る
か
を
明
白
左
ら
し
め
る
で
あ
ら
う
。



ひ
、
腹
に
は
臨
月
近
い
胎
児
を
抱
へ
て
車
の
後
押
し
を
し
て
ゐ
る
有
様
を
刻
ん
だ
も
の
が
あ
る
。

私
は
一
友
人
か
ら
次
の
や
う
な
美
談
を
聞
い
た
。
新
海
竹
太
郎
氏
の
彫
刻
に
、
夫
婦
が
荷
車
を
視
き
、
妻
の
方
は
脊
に
幼
児
を
負

こ
の
彫
刻
は
新
海
氏
が
帝
都
紳
紫

坂
漫
に
て
寅
見
し
た
党
景
に
撃
た
れ
、
直
ち
に
師
宅
し
で
感
激
の
間
に
万
を
揮
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
。
そ
の
万
に
図
み
で
向
ほ

一
一
開
請
が
必
る
。
新
海
氏
が
一
日
古
道
具
屋
に
で
見
事
左
砥
石
を
掘
出
し
た
が
、
そ
の
値
段
が
二
十
五
閣
と
一
一
一
一
回
は
れ
て
、
財
布
を
眺

め
な
が
ら
空
し
〈
蹄
宅
し
憂
欝
の
態
で
る
っ
た
。
夫
人
が
そ
の
事
情
を
聞
く
や
直
ち
に
白
分
の
衣
裳
を
質
入
し
て
二
十
五
闘
を
得
、

古
道
具
屋
に
腫
け
つ
け
て
買
入
れ
た
砥
石
が
、
長
く
新
海
氏
愛
用
の
も
の
と
左
っ
た
。
氏
の
彫
刻
は
文
部
省
展
覧
舎
に
陳
列
さ
れ
た

明
治
天
皇
の
御
限
に
止
ま
り
、
御
同
月
上
の
光
栄
に
浴
し
た
と
-
一
首
ふ
と
と
叫
に
あ
る
。
我
等
は
夫
婦
規

子
、
而
か
も
胎
抱
ま
で
加
っ
て
待
車
を
娩
く
持
働
の
貰
さ
、
こ
れ
を
感
激
の
支
L

に
抱
一
術
の
ぽ
界
に
移
し
た
る
名
彫
刻
家
並
に
内
助

が
、
畏
く
も
天
質
し
た
ま
へ
る

の
功
あ
る
夫
人
の
買
さ
を
忠
ふ
。
更
に
骨
骨
き
は
そ
の
彫
刻
に
深
き
御
感
を
懐
か
ぜ
た
設
へ
る

明
治
夫
M
I

の
大
御
心
で
め
る

3

と

(Í~) 

美
談
を
泊
じ
て
我
々
の
感
ポ
る
鮪
は
、

そ
と
に
流
る
i
h

一
筋
の
霊
気
は
線
べ
て
こ
れ
「
む
す
び
」
の
道
に
外
な
ら
左
い
と
一
一
昌
ふ
と
と

で
あ
る
。
荷
車
操
の
夫
婦
は
愛
児
の
矯
に
鼻
音
の
道
を
力
行
す
る
。
そ
れ
は
「
む
す
び
」
の
魂
の
褒
露
で
あ
る
。
し
か
し
左
が
ら
そ

の
制
労
働
に
は
向
ほ
「
む
す
び
」
の
道
を
議
美
す
る
と
と
を
鴎
路
せ
し
め
る
他
の
一
酉
が
あ
る
。
そ
の
夫
婦
は
果
し
て
仕
事
そ
の
こ
と

を
悦
び
勇
ん
で
矯
し
つ
L

あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
又
名
彫
刻
家
で
あ
り
な
が
ら
、
砥
石
一
つ
思
ふ
や
う
に
貝
へ
友
い
と
一
言
ふ
と
と

一
の
重
大
友
問
題
と
友
る

3

か
よ
う
な
方
面
こ
そ
経
済
撃
徒
が
見
逃
す
と
と
の
出
来
な
い
人
生
憂
替
の
揚
商
で
あ
る
。
か
t
A

る

愛
穆
を
梯
拭
し
て
、
人
々
を
し
て
安
ら
か
に
而
か
も
を
L
し
く
生
き
働
か
し
め
る
に
は
如
何
に
す
べ
き
か
。
そ
れ
は

l土

明
治
天
皇
の

定
翰
に
、
天
下
一
人
と
し
て
庭
を
得
ぎ
る
も
の
友
か
ら
し
む
と
示
し
た
ま
へ
る
所
を
賓
現
す
る
に
あ
る
。
そ
の
寅
現
は
「
た
か
み
む

す
ぴ
」
の
大
命
を
奉
じ
て
「
ふ
か
み
む
す
び
」
の
聖
業
を
途
行
ず
る
に
る
る
。
そ
の
寅
現
の
場
所
は
一
定
し
て
居
り
、
岡
氏
統
替
経

時
何
を
措
い
て
他
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
出
来
七
な
い
。

「
む
す
び
」
の
遵
と
続
轡
経
済

策
四
十
七
巻

七

第
一
説

七


