
ば
な
る
ま
い
。
具
盤
的
に
は
農
作
物
の
ど
れ
く
ら
い
が
商
品
化
さ
れ
、
貨
幣
経

済
が
農
村
に
寅
際
ど
の
程
度
浸
透
し
て
い
た
か
、
-
そ
し
て
ま
た
商
品
化
さ
れ
た

農
作
物
の
市
場
の
綿
密
な
分
析
な
ど
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
商
業
資
本
の
質
の
規

定
が
な
い
限
り
、
軍
に
著
し
い
蛮
淫
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
な

い
。
中
園
で
は
そ
れ
は
戟
閣
か
ら
清
朝
ま
で
適
用
で
き
る
か
ら
で
る
る
。
ま
た

特
に
宋
の
商
業
を
論
じ
る
場
合
、
園
家
権
力
と
の
閥
係
を
抜
い
て
考
え
て
は
本

筋
か
ら
離
れ
よ
う
。
河
原
氏
が
商
品
と
し
て
列
象
さ
れ
る
、
彊
・
茶
は
い
ず
れ

も
闘
家
財
政
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
等
質
品
で
あ
り
、
江
南
か
ら
園
都
開
封
へ

運
ば
れ
た
年
間
六
百
高
石
の
米
穀
も
官
僚
・
軍
人
の
俸
米
が
大
学
な
の
で
あ
っ

た
。
一
方
後
遼
し
た
商
業
資
本
の
前
貸
付
に
よ
る
直
接
生
産
者
支
配
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
も
、
本
質
的
に
そ
う
い
う
属
性
を
持
つ
商
業
資
本
が
、
目
穴
鰻
的
に
、

中
園
の
農
村
の
場
で
ど
の
よ
う
に
働
い
た
か
と
い
う
困
難
な
説
角
が
必
要
と
思

う
。
大
土
地
所
有
に
し
て
も
、
車
に
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
盆
々
褒
展
し
た
だ

け
で
は
こ
れ
ま
た
意
味
を
な
す
ま
い
。
現
賞
の
宋
代
土
地
問
題
の
中
で
は
、
間

断
な
く
く
り
返
さ
れ
る
土
地
費
賀
、
兄
弟
に
よ
る
均
等
分
割
な
ど
に
よ
っ
て
、

今
日
の
大
土
地
所
有
者
は
明
日
に
は
波
落
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
そ

う
し
た
一
つ
一
つ
の
寅
設
を
も
現
在
の
研
究
段
階
で
は
要
求
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。
と
ま
れ
、
未
熟
な
筆
者
に
い
ろ
い
ろ
と
宋
代
の
土
地
問
題
に

つ
い
て
考
え
る
機
曾
を
奥
え
て
下
さ
っ
た
著
者
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
豊
富

な
史
料
と
多
く
の
問
題
を
含
む
設
言
を
提
示
さ
れ
た
本
番
が
、
将
来
の
研
究
の

一
つ
の
出
褒
黙
と
な
る
こ
と
を
附
記
し
て
、
拙
い
紹
介
の
筆
を
捌
く
。

ハ
梅
原

有日、.J
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昭
和
三
十
八
年
十
一
月
京
都

研
究
曾

A
5剣
四
九
七
頁

東
洋
史

官
制
の
知
識
は
歴
史
研
究
上
歓
4
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
中
闘
の

よ
う
な
官
僚
制
園
家
に
お
い
て
こ
と
に
そ
の
感
を
深
く
す
る
。
宋
代
の
官
制
に

関
す
る
専
書
に
は
「
職
源
撮
要
」
や
「
職
官
分
紀
」
が
あ
る
が
、
前
者
は
筒
躍

に
過
ぎ
、

後
者
は
全
宋
に
わ
た
ら
な
い
。
「
宋
曾
要
輯
稿
」
や
「
文
獄
通
考
」

の
職
官
の
部
門
は
い
ず
れ
も
貴
重
な
文
献
で
、
曾
要
は
そ
の
詳
細
さ
、
そ
の
史

料
の
根
源
の
古
さ
に
お
い
て
第
一
と
す
べ
き
だ
が
、
何
分
組
織
が
一

貫
せ
ず
、

記
述
に
ま
と
ま
り
が
な
く
、
博
大
な
資
料
の
集
積
に
止
ま
る
憾
み
が
あ
る
。
し

か
る
に
「
宋
史
」
職
官
志
は
、
と
も
か
く
も
組
織
と
ま
と
ま
り
を
も
ウ
て
記
述

さ
れ
て
お
っ
て
、
宋
代
官
制
の
全
貌
・
概
略
を
知
る
た
め
に
は
ま
ず
見
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
第
一
史
料
を
博
く
取
り
入
れ
て
編
纂
さ
れ
、
今
日
他
に
見
ら
れ

な
い
濁
自
貴
重
な
史
料
を
含
ん
で
い
る
貼
か
ら
、
史
料
的
に
も
貴
重
な
文
献
で

あ
る
。
こ
の
便
利
と
貴
重
さ
と
に
お
い
て
は
、
「
文
献
通
考
ト
以
上
の
も
の
が
あ

る
。
と
こ
ろ
で
宋
史
職
官
志
の
記
述
に
ま
と
ま
り
が
あ
る
と
い
う
の
は
比
較
の

問
題
で
、
賓
は
歴
代
正
史
職
官
志
の
う
ち
、
も
っ
と
も
ま
と
ま
り
が
わ
る
く
、

難
解
な
も
の
に
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
全
鰻
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
慈
く
、

重
複
・
脱
漏
が
多
く
て
不
完
全
な
の
に
は
二
つ

の
原
因
が
あ
る
。

一つ
は
編
纂

の
用
意
で
あ
り
、
し
か
た
で
あ
る
。
宋
代
官
撲
の
根
本
史
料
は
、
貫
録
・
国
史
・

曾
要
を
そ
の
主
な
る
も
の
と
し
、
宋
史
は
こ
れ
ら
を
主
要
材
料
と
し
て
急
い
で

編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
職
官
志
に
つ
い
て
い
え
ば
、
園
史
職
官
志
と
曾
要
職
官
を
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主
と
し
、
と
く
に
直
接
に
は
闘
史
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
闘
史
と
曾
要

の
記
事
を
抜
き
出
し
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
と
酷
評
さ
る
べ
き
部
分
も
少
な
く
な

い
。
ま
た
、
職
官
士
山
全
十
二
容
の
編
者
は
一
人
で
は
な
く
、
省
に
よ
っ
て
人
を

異
に
し
て
分
惜
別
し
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
り
、
無
用
の
重
複
や
、
同
一
題
自

に
封
す
る
取
扱
い
の
く
い
ち
が
い
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
別
人
が
執
筆
し
、

し
か
も
そ
の
後
の
十
分
な
統
一
と
ま
と
め
の
作
業
が
倣
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
編
纂
の
疎
漏
と
い
う
べ
き
で
、
宋
史
編
者
の
不
名
血
管
と
な
る
こ
と
で
あ

る
が
、
原
因
の
さ
ら
に
根
本
的
な
も
の
と
し
て
元
盟
の
官
制
改
革
を
境
と
し
て

宋
代
の
官
制
に
は
全
髄
系
的
に
大
襲
化
が
あ
っ
て
、
前
と
後
と
で
は
非
常
な
相

逮
を
来
た
し
た
乙
と
が
器
、
け
ら
れ
る
。
も
と
も
と
ま
と
ま
っ
た
統
一
的
記
述
の

む
つ
か
し
か
っ
た
問
題
を
、
不
用
意
草
率
な
や
り
方
で
虜
理
し
て
宋
史
職
官
志

が
編
ま
れ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
職
官
志
は
元
盟
の
新
官
制
鰻
系
に
従

っ
て

記
述
し
、
個
々
の
官
職
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
元
段
以
前
に
如
何
で
あ
っ
た
か
を

説
明
す
る
方
法
を
採
っ
た
か
ら
、
宋
初
か
ら
一
冗
閣
改
制
ま
で
の
期
間
の
官
制
が

如
何
な
る
組
織
を
も
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
線
括
的
な
説
明
は
全
く
行
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
宋
史
職
宮
志
を
讃
み
に
く
く
し
、
宋
代
職
官
ー
の
健
系

的
把
揮
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
燈
系
的
把
握
を
容
易
に
す
る

た
め
に
は
、
構
成
と
記
述
に
一
段
の
工
夫
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
に
、

そ
れ
が
飲
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宋
代
官
制
を
把
短
理
解
す
る
た
め
に
は
ま

ず
宋
史
職
官
志
を
讃
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
難
解
な

タ宋
史
職
官
志
を
如
何
に
讃

む
べ
き
か
。
を
副
題
と
し
。
宋
代
官
制
序
説
¢
を
五
十
七
頁
に
わ
た
り
、

宮
崎

市
定
博
士
が
執
筆
さ
れ
、
本
書
の
冒
頭
に
掲
け
た
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て

必
績
の
文
字
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
宋
史
職
官
志
讃
解
の
た
め
に
は
、

も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
朱
代
官
剣
研
究
の
途
径
に
入
ら
ん
と
す
る
者
の
指
導
書
で
あ

る
。序

設
は
次
の
十

一
節
に
わ
か
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る。

1

緒
言

2

三
省
六
部
の
解
穫
と
新
機
備

3

官
と
差
遣
と
職

4

元
塑
の
新
政
及
び
其
の
以
後

5

宋
史
職
官
志
省
部
寺
監
記
載
の
分

析

(
志

1
1
5
)

6

武
官
・
内
侍

・
京
府
・
渚
鋲
(
志

6
)

7

地
方
官
の
記
載
(
志
7
〉

8

合
班
・
雑
墜
と
官
ロ間

(
志
8
)

9

絞
遜
の
制

(
志
9
)

日

雑
制
と
奉
隊
制
(
志
m
J
U〉

日

結
論

宋
史
職
官
志
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
宋
初
官
制
の
大
要
と
元
潤
官
制
改
革

の
意
味
と
を
知

っ
て
お
く
必
要
、
が
あ
る
と
し
、
そ
の
解
明
が
第
1
節
か
ら
第
4

節
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
宋
初

(
元
盟
改
制
ま
で
)
の
官
制
は
唐
制
を

織
承
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
表
面
上
の
こ
と
で、

三
省
六
部
の
庸
制
は
有
名
無

賓
の
形
骸
化
し
、

事
質
上
は
全
然
別
個
の
新
組
織
に
よ
っ
て
政
治
が
運
用
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
は
唐
の
武
族
政
治
か
ら
宋
の
天
子
濁
裁
政
治
へ
の
移
行
に
伴
う

形
態
の
獲
化
で
、

中
央
政
府
と
軍
隊
と
が
天
子
に
直
接
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
中
央
機
関
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
中
審

(
中
寄
門
下
)

・
橿
密

院
・
一
ニ
司
・
翰
林
事
土
院
な
ど
の
唐
六
典
の
規
定
以
後
に
出
来
、

い
わ
ば
令
外

の
官
で
あ
る
が
、
成
立
は
比
較
的
古
く
、
少
く
も
宋
初
に
は
歴
と
し
た
正
式
機

関
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
、
審
官
院
・
流
内
錘
・

三
遊
院
の

一
群
の
人
事
運
用
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機
構
、
謹
儀
院
・
審
刑
院
な
ど
、
主
と
し
て
宋
初
に
新
設
さ
れ
天
子
に
直
結
し

、
た
機
関
と
が
宋
初
の
政
治
に
嘗
っ
て
い
た
。
賓
質
的
職
掌
を
こ
れ
ら
新
機
関

に
吸
収
さ
れ
た
三
省
六
部
は
形
骸
を
止
め
る
の
み
、
空
屋
同
然
で
、
そ
の
留
守

番
と
し
て
事
務
取
扱
が
任
命
さ
れ
ぜ
多
く
は
「
削
州
事
」
と
稽
し
て
い
た
。
唐
令
・

六
典
に
規
定
さ
れ
た
三
省
六
部
九
寺
な
ど
の
官
名
は
、
依
然
存
績
し
授
輿
さ
れ

る
が
、
賞
職
を
伴
わ
ず
、
「
階
」
と
「
線
」
の
等
級
を
示
す
も
の
と
し
て
の
意

義
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
宋
初
の
官
吏
は
少
な
く
も
二
種
類
の

肩
書

|γ
・
一
は
有
名
無
賞
、
唐
令
の
ま
ま
の
官
名
、
一
一
は
賓
除
に
行
な
う
事
務

取
扱
い
名
の
爾
者
を
併
有
し
た
。
前
者
が
「
官
」
(
本
官
)
で
後
者
が
「
差
遣
」

で
あ
る
。
官
は
年
功
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
順
序
に
従
っ
て
昇
濯
し
、
破
格
の

と
び
越
え
は
む
つ
か
し
い
。
差
遣
の
方
は
比
較
的
自
由
な
抜
摺
が
可
能
で
、
夫

子
が
自
由
裁
量
に
よ
り
人
事
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
差
遺
制
度
は
君
主
濁

裁
縫
強
化
に
伴
っ
て
笈
淫
し
た
も
の
で
あ
る
。
差
遣
の
外
に
「
職
」
な
る
も
の

が
あ
っ
て
こ
の
意
義
を
い
よ
い
よ
強
め
た
。
職
に
は
大
率
土
・
撃
土
・
待
制
の

侍
従
に
属
す
る
も
の
と
、
そ
れ
以
下
の
館
職
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
優
秀
な

進
土
出
身
者
に
封
し
将
来
の
昇
進
を
有
利
に
し
大
用
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
元
盟
三
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
官
制
の
大
改
革
が
行
わ
れ
、
権
密
院
の
存

綴
を
例
外
と
し
て
、
唐
代
の
三
省
六
部
の
組
織
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
復
原
さ
れ

た
。
し
か
し
復
原
は
形
の
上
の
こ
と
で
、
内
容
に
立
入
っ
て
検
討
す
る
と
、
大

き
な
差
異
が
唐
制
と
の
聞
に
存
す
る
と
し
、
三
省
の
長
官
と
粂
援
の
関
係
、
高

級
文
武
官
の
人
事
が
特
に
中
書
に
集
中
さ
れ
た
鮎
、
中
級
武
官
の
そ
れ
が
吏
部

の
管
轄
に
院
し
て
い
る
事
質
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
5
節
は
職
官
志
の
省
部
寺
監
の
記
事
を
分
析
し
、
記
載
の
分
り
に
く
い
の

は
、
元
望
新
制
の
僅
系
を
基
礎
と
し
て
構
成
さ
れ
、
次
に
そ
の
以
前
に
遡
り
、
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次
に
そ
の
後
の
沿
革
を
記
す
と
い
う
世
裁
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り

h

こ
砂
よ
う

な
結
果
に
な
っ
た
の
は
、
板
本
史
料
を
編
著
者
が
十
分
に
岨
鳴
す
る
こ
と
な

く
、
つ
ぎ
は
ぎ
し
て
記
述
し
た
た
め
に
外
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
記
載

を
分
析
し
て
、
園
初
以
来
沿
革
を
述
べ
る
部
分
と
、
元
堕
及
び
以
後
の
沿
革
を

記
す
部
分
と
の
胃
頭
に
お
か
れ
る
語
句
を
そ
れ
ぞ
れ
蒐
集
し
、
こ
れ
ら
常
套
句

に
注
目
し
て
讃
め
ば
、
雪
一ロ
わ
ん
と
す
る
所
は
理
解
さ
れ
易
い
と
し
、
職
官
毎
に

こ
れ
を
分
析
盤
理
し
て
五
ペ
ー
ジ
を
越
え
る
表
と
し
て
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は

博
士
数
十
年
の
苦
心
練
腐
の
結
果
で
、
無
秩
序
錯
雑
の
職
官
志
の
記
事
に
謝
す

る
後
辱
の
努
を
省
か
ん
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
研
究
者
必
備
の
指
針
た
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
第
7
節
地
方
官
の
記
載
や
第
9
節
位
以
濯
の

制
、
第
叫
山
節
雑
制
と
奉
疎
制
に
つ
い
て
も
言
い
得
る
。
こ
こ
で
は
諸
官
職
や
諸

制
度
の
記
述
に
つ
き
、
順
序
を
正
し
修
理
を
通
じ
、
整
理
し
直
し
て
理
解
に
便

す
べ
く
努
め
ら
れ
て
い
る
。

一
覧
表
が
八
つ
枚
め
ら
れ
、
理
解
を
助
け
て
有
用
で
あ
る
。
上
記
第
5
節
の

中
央
官
職
記
事
分
析
の
表
の
外
に
、
三
省
六
部
の
麿
・
宋
初
比
較
の
表

(
第
2

節
)
、
一
冗
腹
前
後
官
制
比
較
の
表
ハ
第
4
節
)、

郎
中
絞
遷
表
、
文
官

一
覧
表

・

選
人
一
覧
表
・
武
官

一
一
覧
表
・
未
入
流
武
官
一
覧
表
が
あ
る
。
篇
末
に
附
け
ら

れ
た
六
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
「
宋
史
職
官
志
目
衣
訂
補
」
は
、
宋
史
職
草
高
裁

の
目
次
が
す
こ
ぶ
る
筒
略
で
、
し
か
も
順
序
顛
倒
・
文
字
誤
謬
が
多
い
の
で
、

こ
れ
・を
増
補
修
正
し
て
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
職
官
士
山
を
用
い
る
場
合
、

索
引
以
前
に
完
正
の
目
次
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
要
求
は
木
訂
補
目
次
に
よ
っ

て
満
た
さ
れ
た
。

本
篇
は
官
制
序
説
と
題
さ
れ
る
が
、
軍
な
る
序
文
で
は
な
い
。
博
士
多
年
の

官
制
研
究
成
果
の
集
約
凝
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
例
設
を
叢
く
し
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て
論
定
す
る
筆
法
で
は
な
く
、
簡
潔
に
論
旨
を
明
示
し
て
い
る
。
宋
代
研
究
の

間
半
徒
は
味
讃
し
て
研
究
の
方
途
を
求
め
、
問
題
の
設
定
解
決
に
向
か
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
峨
官
志
木
文
に
頻
見
す
る
文
字
の
誤
謬
修
正
は
、
す
で
に
郵
蔚
銘
氏

「
宋
代
職
官
志
考
正
」
(
闘
立
中
央
研
究
院
隆
史
語
言
研
究
所
集
刊
第
十
本
〉

に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
十
分
と
性
雪一-ロ
え
な
い
。
こ
の
基
礎
的
作
業
の

完
成
が
必
須
な
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
宋
代
官
制
と
君
主
籾
裁
制
と
の
鰯

係
、
元
盟
改
制
の
興
義
の
追
求
な
ど
、
研
究
を
須
つ
問
題
は
多
い
。
今
後
の
研

究
者
は
、
博
士
の
こ
の
序
説
を
ま
ず
出
畿
黙
と
す
べ
き
で
あ
る
。

本
h
A
の
主
健
を
成
す
索
引
は
四

O
九
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
か
、
冠
す
る
に
年
代
表

二
五
ペ
ー
ジ
を
も
っ
て
す
る
。
職
{
官
士
心
中
に
み
え
る
年
代
・
年
脱
を
雨
宋
十
五

代
に
わ
た
り
巨
細
網
羅
し
て
年
代
順
に
配
列
し
、
所
在
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
索
引
は
宋
史
職
官
志
十
二
容
(
宋
史
省
一
六
一
|
一
七
一
一
)
中
に
含
ま
れ

る
官
職
名
・
人
名
・
地
名
・
制
度
・
経
済
語
索
、
そ
の
他
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
名

僻
を
後
音
式
五
十
音
順
に
排
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
掲
出
項
目
ご
と
に
職
官

志
目
次
の
項
目
を
記
し
て
見
出
し
と
し
、
掲
出
項
目
の
検
索
に
便
な
ら
し
め
る

と
と
も
に
、
相
側
出
項
目
の
内
容
を
限
定
す
る
役
割
を
な
し
て
い
る
。

歴
史
の
研
究
の
た
め
に
、
索
引
が
究
覚
の
工
具
で
あ
り
、
研
究
の
能
率
的
促

進
の
た
め
に
有
数
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
こ
こ
に
説
く
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
。
も
っ
と
も
一
面
研
究
を
安
易
に
堕
せ
し
め
、
困
事
の
精
一
仰
を
鈍
雌
さ
せ
る

弊
害
必
ず
な
し
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
れ
は
研
究
態
度
の
持
ち
方
の
問
題
で
あ

っ
て
、
索
引
の
致
用
性
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。

索
引
は
本
来
研
究
の
た
め
に
有
用
な
も
の
で
あ
り
、
研
究
の
途
上
、
筒
箪
な

も
の
に
し
ろ
、
索
引
を
作
製
し
て
自
分
の
用
に
立
て
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

こ
れ
は
自
己
使
用
の
た
め
に
本
人
が
作
製
す
る
の
だ
か
ら
、
研
究
上
有
数
不
可

鉄
の
も
の
で
あ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
自
分
以
外
の
他
人

が
有
数
に
使
用
し
得
る
も
の
に
す
る
の
に
は
、
深
い
考
案
と
工
夫
の
要
る
こ
と

で
あ
る
。
本
索
引
の
著
者
佐
伯
富
数
授
は
多
年
史
料
索
引
の
業
に
力
を
用
い
ら

れ
、
時
世
表
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
数
え
て
も
、
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
を
も

っ
て
し

て
、
た
ち
ま
ち
十
指
に
徐
る
も
の
が
あ
り
、
数
々
の
宋
人
文
集
や
綴
資
治
通
鑑

長
編
の
如
き
巨
篇
の
索
引
作
製
の
業
を
も
着
々
進
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
承
知

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
永
い
経
磁
燈
験
に
も
と
づ
き
、
数
授
の
綴
密
周
到
な

慮
理
に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
た
本
索
引
は
、
多
く
の
研
究
者
に
と

っ
て
有
数
に

利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
本
書
凡
例
に
も

言
う
通

り
、
採
録
範
聞
は
あ
ら
ゆ
る
名
僻
を
網
羅
し
て
お
り
、
詳
細
丁
重
な
る
こ
と
俊
一

く
ば
か
り
で
、
正
に
股
正
動
直
な
教
授
の
面
白
を
偲
ば
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ

れ
だ
け
に

-』
の
詳
密
な
名
僻
を
擁
す
る
本
索
引
を
、
作
製
者
た
る
数
授
と
同
じ

有
数
さ
を
も
っ

て
使
い
こ
な
す
に
は
、
相
笛
の
練
磨
と
用
意
を
必
要
と
す
る
と

思
わ
れ
る
。
必
要
と
さ
れ
る
練
磨
と
用
意
式
、
宋
代
官
制
研
究
途
上
克
服
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
一
過
程
で
あ
ろ
う
。

〆

本
索
引
は
底
本
と
し
て
岡
書
集
成
局
本
を
採
っ
た
。
索
引
の
底
本
に
は
ど
の

板
本
を
用
う
べ
き
か
は
索
引
作
製
上
の
基
本
事
項
で
あ
る
。
そ
の
決
定
に
あ
た

っ
て
は
、
テ
キ
ス
ト
が
正
確
で
あ
る
こ
と
、
板
本
が
も
っ
と
も
流
布
し
て
い
る

こ
と
の
こ
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
問
書
集
成
局
本
は
、
テ
キ
ス
ト
の

正
確
さ
に
つ
い
て
は
全
般
的
に
は
む
し
ろ
劣
る
。
流
布
度
に
つ
い
て
は
も

っ
と

も
高
い
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
は
言
え
よ
う
。
流
布
度
の
槻
鮎
か
ら
同
書
集

成
局
本
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
が
、
雨
要
素
を
粂
ね
て
考
え
れ
ば
、

現
在
と
し
て
は
、
別
個
の
板
本
選
俸
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
も
っ
と
も
本
索
引
作
製
に
嘗
た
っ
て
は
、
間
帯
盲
集
成
局
本
を
百
納
本
と
照
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合
校
訂
し
た
上
で
語
句
名
僻
を
採
録
し
て
い
る
か
ら
、
底
本
選
揮
に
よ
っ
て
本

索
引
の
正
縫
度
が
減
殺
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
。

周
到
な
用
意
と
多
年
の
労
苦
と
に
よ
っ
て
編
成
刊
行
さ
れ
た
本
索
引
は
、

宮

崎
博
士
の
官
制
序
説
と
と
も
に
、
宋
代
官
制
研
究
の
た
め
の
貴
重
な
礎
石
を
提

供
庁
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
ひ
ろ
く
宋
代
史
研
究
に
貢
献
す
る
こ
と
至
大

な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
と
信
ず
る
。
本
書
は
。
パ
リ
の
パ

ラ
ジ
数
授
主
宰
の
宋

史
提
要
編
纂
事
業

(ω
ロロ

m
p
o守口
同)
に
寄
せ
9

ら
れ
て
い
る
が
、
今
は
亡

き
同
教
授
と
そ
の
事
業
に
劃
す
る
ま
こ
と
に
恰
好
な
寄
奥
で
あ
っ
た
。

(
中
嶋

中
園
地
方
行
政
制
度
史
(
全
四
冊
)巌

事井

il 

、
一
九
六
一
年
十
二
月

一
九
六
三
年
七
月

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
四

十
五

A
5剣
線

一

四

一
九
頁
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著
者
厳
耕
室
氏
は
現
在
登
濁
に
あ
っ
て
、
中
関
制
度
史
研
究
及
び
腰
史
地
理
研

'

究
の
第

一
線
に
立
っ
て
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
。
本
書
は
氏
の
多
方
面
の
活
躍
の

中
で
、

地
方
行
政
制
度
史
に
闘
す
石
部
分
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
鑓
地
方
行
政
と
は
、
篤
政
者
と
民
衆
と
の
直
接
に
鰯
れ
合
う
場
と
し
て
、

歴
史
の
質
態
を
探
る
上
に
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
制
度

・
組
織
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
先
ず
解
明
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
問
題
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
の

に
比
べ
て
司
賓
際
に
こ
れ
と
取
組
み
、
程
系
化
を
行
な
お
う
と
し
た
人
は
中
国

敏著

或
は
我
が
闘
の
研
究
者
を
通
じ
で
、

決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
?
或
は
人
は

云
う
か
も
知
れ
な
い
。
二
十
五
史
補
編
を
閲
け
て
み
ろ
と
。
確
に
二
十
五
史
補

編
中
に
は
漢
J
唐
聞
の
地
方
制
度
に

つ
い
て
鍋
れ
た
も
の
を
か
な
り
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
し
か
し
正
史
が
漢
書
以
来
断
代
史
で
あ
っ
た
た
め
に
、
補
編
ま
た

断
代
の
燈
裁
で
あ
っ

て
、
穆
系
的
抱
握
な
ど
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
本
書
は
漢

J
唐
聞
の
地
方
行
政
制
度
を
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
形
で
論
ぜ
ら
れ
た
著
作
と

し
て
、
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
書
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
氏
は
民
園
二
十
九
年
、
卒
業
論
文
に
「
秦
漢
地
方

行
政
制
度
」
の
題
目
を
選
ば
れ
て
以
来
、
こ
の
問
題
に
取
組
ん
で
こ
ら
れ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。

本
書
は
「
中
園
地
方
行
政
制
度
史
」
の
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
扱

わ
れ
る
範
闘
は
漢
よ
り
唐
ま
で
で
あ
り
、
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
は
漢
よ

り
南
北
朝
ま
で
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
四
分
前
一
四

O
O頁
に
及
ぶ
大
作

で
あ
る
。
こ
れ
を
限
ら
れ
た
枚
数
に
要
約
紹
介
す
る
こ
と
は
、
非
才
の
筆
者
の

よ
く
す
る
所
で
な
い
。

先
ず
目
次
を
掲
げ
て
、

そ
の
輪
郭
を
初
例
さ
せ
た
い
。

序
言
。

出
世
上
秦
漢
地
方
行
政
制
度
(
前
論
郡
豚
制
度
淵
源
論
略
。
第

一
章

統

治
政
策
奥
行
政
医
劃
。
第
二
章
郡
府
組
織
。
第
三
章
郡
尉
。
第
四
章

郡
圏
特
種
官
署
。

第

五

章

豚

廷
組
織
。
第

六

章

郷

官
。
〔
以
上
第

一

分
紛
〕
第
七
章
郡
豚
皐
官
。
第

八

章

上

計
。
第

九

章

監

察
。
第
十

章
任
遜
途
径
。
第
十
一
章
籍
貫
限
制
。
第
十
二
章
任
用
雑
録
。
第

十
三

章

秩

綬
表
。

約
論
。
漢
代
地
方
行
政
組
織
系
統
園
。
〔
以
上
第
二

分
崩
〕
)

谷
中
之
上

内
べ
U

A
り

貌
畜
南
朝
地
方
行
政
制
度
(
第
一
章

行
政
匿
劃
。
第
二
章


