
書

評

長
山
泰
孝
著

『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』鎌

　
田
　
元
　
｝

　
著
者
新
山
泰
孝
氏
は
、
そ
の
処
女
論
文
「
歳
役
制
の
一
考
察
」
以
来
、
一

貫
し
て
律
令
制
諸
負
担
に
か
か
わ
る
問
題
を
中
心
に
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ

た
が
、
本
書
は
そ
れ
ら
既
発
裏
論
文
に
手
を
加
え
、
さ
ら
に
二
巴
の
未
発
表

論
文
を
追
加
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い

る
。

．
第
一
部
　
律
令
負
担
体
系
の
成
立

　
　
第
一
章
　
律
令
学
制
の
成
立
（
未
発
表
）

　
　
第
二
章
　
歳
役
制
の
成
立

　
　
第
三
章
　
雑
揺
制
の
成
立

　
　
第
四
章
揺
役
と
給
粗
（
未
発
表
）

　
　
第
五
章
　
木
工
寮
の
性
格
と
造
営
事
業

　
第
二
部
　
律
令
支
配
の
動
揺
と
負
担
体
系
の
変
質

　
　
第
六
章
　
奈
良
時
代
の
浮
浪
と
京
畿
計
帳

　
　
第
七
章
　
勘
解
由
使
設
置
の
意
義

　
　
第
八
章
　
調
庸
違
反
と
対
困
司
策

　
　
第
九
章
　
公
営
田
の
経
営
と
負
担
体
系

　
　
第
十
章
　
臨
時
雑
役
の
成
立

　
付
論
　
行
基
の
布
教
と
豪
族

♂
そ
の
「
序
」
に
お
い
て
、
氏
は
従
来
の
研
究
状
況
を
ω
律
令
負
担
体
系
の

成
立
の
問
題
、
②
大
宝
令
制
と
そ
の
変
遷
、
㈲
律
令
負
担
体
系
の
解
体
、
の

三
つ
の
問
題
に
分
け
て
概
観
し
、
お
の
ず
か
ら
に
本
書
の
各
章
を
構
成
す
る

論
文
の
位
置
付
け
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
加
え
て
従
来
の
諸
研
究
が
全
体

と
し
て
は
な
お
制
度
史
的
研
究
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
之
を
指
摘
し
、

律
令
制
支
配
の
特
質
や
、
そ
の
基
盤
を
な
す
律
令
制
社
会
の
構
造
の
究
明
に

向
け
て
、
そ
の
負
撹
体
系
の
研
究
を
よ
り
包
括
的
・
構
造
的
に
推
し
進
め
て

い
く
為
の
有
効
な
理
論
の
必
要
性
を
強
調
し
て
海
ら
れ
る
q
本
書
も
ま
た
既

発
表
論
文
を
中
心
と
す
る
論
文
集
と
し
て
、
な
お
そ
の
限
界
を
超
え
る
も
の

で
は
な
く
、
氏
の
右
の
指
摘
は
そ
の
ま
ま
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
は

い
る
。
し
か
し
各
論
文
は
、
律
令
負
撮
体
系
の
成
立
・
解
体
・
中
世
的
負
担

体
系
へ
の
再
編
の
過
程
を
一
貫
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
氏
の
問
題
意
識
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
特
に
そ
の
第
一
部
「
律
令
負
担
体
系
の
成
立
」

r
で
は
、
旧
稿
を
補
う
新
稿
が
意
量
的
に
配
さ
れ
、
調
・
庸
（
歳
役
）
・
雑
徳
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
律
令
制
課
役
の
本
質
と
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
単
な
る

個
々
的
な
制
度
史
研
究
の
粋
を
超
え
た
体
系
化
へ
の
試
み
が
見
ら
れ
る
。
本

書
を
貫
く
氏
の
真
黎
な
研
究
姿
勢
に
改
め
て
敬
意
を
蓑
す
る
と
と
も
に
、
今

日
こ
の
よ
う
な
形
で
氏
の
研
究
が
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
律
令
負
担
体
系
の

研
究
に
と
っ
て
今
後
の
発
展
の
為
の
一
つ
の
重
要
な
基
礎
が
据
え
ら
れ
た
こ

と
を
大
い
に
喜
び
と
し
た
い
。
以
下
、
評
者
は
必
ず
し
も
そ
の
任
で
は
な
く
、

拙
い
書
評
で
は
あ
る
が
、
順
次
章
を
追
っ
て
そ
の
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
と

す
る
。

　
ま
ず
第
一
章
「
律
令
調
制
の
成
立
」
で
は
、
　
「
大
化
改
新
詔
」
第
四
条
の
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評書

田
調
・
信
書
を
大
化
当
時
の
制
と
見
る
立
揚
か
ら
、
そ
の
検
討
を
通
じ
、
律

令
調
制
の
成
立
過
程
と
そ
の
性
格
に
つ
い
て
、
次
の
如
き
注
置
す
べ
き
見
解

が
堤
示
さ
れ
て
い
る
。
Q
大
化
の
調
制
の
主
体
は
田
調
で
あ
り
、
戸
調
は
付

加
税
的
な
位
置
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
田
調
は
賦
課
基
準
こ
そ
田
に
お

か
れ
て
は
い
る
が
、
実
際
は
戸
に
賦
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
②
こ
の
田
調

は
大
化
の
漸
制
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
い
わ
ゆ
る
貢
進
地
系
の
屯
倉
で

行
わ
れ
て
お
り
、
土
地
に
対
す
る
国
家
の
支
配
権
の
強
化
を
田
子
に
、
屯
倉

の
個
々
の
農
民
家
族
に
賦
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
③
大
化
の
政
治
改
革
に

あ
た
っ
て
は
、
こ
の
屯
倉
の
貢
調
が
全
国
的
に
拡
大
さ
れ
、
税
制
の
主
体
に

据
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
戸
調
で
は
な
く
田
調
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
当
時
、

共
同
体
首
長
層
の
農
民
に
対
す
る
強
圓
な
人
格
的
支
配
を
断
ち
切
っ
て
、
編

戸
・
造
面
を
全
臨
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
状
況
で
は
、
人
間
よ
り
も
ま
ず
土
地
を
把
握
し
、
そ
れ
を
基
準
と
し

て
調
を
賦
課
す
る
は
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ω
そ
の
後
、
国
家
に
よ
る
直

接
的
な
人
民
支
配
の
実
現
と
と
も
に
、
田
調
か
ら
薗
接
律
令
的
人
身
調
に
転

化
し
た
可
能
性
が
強
い
が
、
そ
の
婚
期
は
庚
午
年
籍
以
後
、
恐
ら
く
は
天
亡

朝
初
年
と
考
え
ら
れ
る
。
㈲
こ
の
よ
う
に
田
調
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
た
律

令
調
制
は
、
等
し
く
人
身
賦
課
の
租
税
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
大
化
前
代

に
お
け
る
首
長
層
の
共
同
体
成
員
に
対
す
る
人
格
的
支
配
を
ひ
き
つ
ぎ
再
編

し
た
徳
役
と
は
異
な
り
、
国
家
的
土
地
所
有
の
拡
大
を
前
提
に
し
て
成
立
し

た
地
代
的
性
格
の
よ
り
強
い
租
税
で
あ
る
と
言
い
う
る
。

　
以
上
、
甚
だ
興
味
深
い
提
言
で
は
あ
る
が
、
そ
の
立
論
の
過
程
に
お
い
て

な
お
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
田
調
・
戸
調
を
大
化
の
制
と
認
定

す
る
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
大
化
改
新
詔
」
に
の
み
孤
立
し
て
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
同
史
料
が
全
体
と
し
て
問
題
の
多
い
も
の
で
あ
り
て

み
れ
ば
、
単
に
「
大
化
以
降
天
武
弁
以
前
の
い
つ
の
時
点
か
の
制
度
の
反
映

で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
証
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
大
化
の
制
と
認
め
ざ
る
を

得
な
い
」
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
現
状
で
は
か
な
り
困
難
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
が
真
に
大
化
の
政
治
改
革
に
あ
た
っ
て
採
用
さ
れ
た
税
制
で
あ

る
こ
と
を
逆
に
積
極
酌
に
証
明
し
て
い
く
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
次
に
田

調
は
実
際
は
戸
に
賦
課
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
八
世

紀
の
籍
帳
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た
所
謂
「
標
準
郷
戸
」
　
「
標
準
房
戸
」
を
モ

デ
ル
と
し
、
布
の
場
合
に
つ
い
て
令
制
の
人
身
調
と
比
較
し
た
結
果
、
一
…
　

あ
た
り
の
負
担
量
が
接
近
し
た
数
値
を
示
す
と
い
う
根
拠
で
結
論
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
は
い
さ
さ
か
安
易
に
過
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
絹
や
絶
で
試

み
れ
ば
ま
た
違
っ
た
結
果
が
出
る
し
、
そ
も
そ
も
八
世
紀
の
戸
に
田
調
・
墨

壷
を
課
し
た
と
仮
定
し
て
計
凝
し
た
結
果
が
令
制
人
身
調
の
一
戸
あ
た
り
の

負
撫
量
に
近
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
何
故
大
化
当
時
の
田
無
が
戸
に
賦

課
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
に
な
る
の
か
、
論
理
的
に
殆
ど
意
味
を
な
し
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
氏
の
所
論
に
と
っ
て
重
要
な
前
提
で
あ
る

だ
け
に
特
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
田
調
が
既
に

屯
倉
に
お
い
て
広
く
実
施
さ
れ
て
い
た
と
す
る
点
も
、
あ
く
ま
で
論
理
的
な

要
請
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
、
十
分
な
論
証
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
も
併
せ
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
第
二
章
「
歳
役
制
の
成
立
」
第
三
章
「
雑
宿
制
の
成
立
」
で
は
、
令

制
と
は
本
質
を
異
に
す
る
律
令
下
役
制
の
問
題
が
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
歳
役

で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
の
問
題
に
つ
い
て
は
平
野
邦
雄
氏
と
同
様
の
結
論
、

即
ち
歳
役
は
浄
平
原
令
に
お
い
て
制
度
的
に
成
立
し
た
が
、
そ
れ
は
実
役
微

発
を
主
体
と
す
る
制
度
で
あ
り
、
そ
の
後
大
宝
令
で
京
畿
内
早
撃
の
規
定
が

加
え
ら
れ
、
養
老
令
と
大
差
な
い
条
文
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
コ
ま
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た
そ
の
歳
役
制
の
本
質
、
そ
の
前
身
で
あ
る
エ
ダ
チ
の
起
源
を
論
じ
て
、
ω

エ
ダ
チ
は
大
化
以
前
に
一
般
的
で
あ
っ
た
族
制
的
、
部
民
制
的
組
織
を
通
じ

て
の
催
役
と
は
異
質
の
も
の
と
し
て
大
化
前
後
、
恐
ら
く
請
明
朝
頃
か
ら
始

め
ら
れ
た
新
し
い
男
役
制
度
を
さ
す
。
②
そ
の
特
徴
は
中
央
権
力
に
よ
っ
て

古
い
族
制
的
体
制
を
超
え
て
全
国
的
に
入
民
を
差
発
し
、
こ
れ
を
中
央
に
集

め
て
使
役
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
③
そ
の
意
味
で
エ
ダ
チ
は
在
地
の
生
産
関

係
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
収
取
の
単
純
な
転
化
、
発
展
と
考
え
る
べ
き
で
は
な

く
、
強
力
な
中
央
集
権
の
形
成
と
い
う
条
件
に
規
制
さ
れ
る
極
め
て
政
治
的

な
性
格
の
強
い
収
取
形
態
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
ω
令
制
歳
役
は
こ
の
よ
う

な
性
格
を
も
つ
エ
ダ
チ
が
律
令
制
度
の
完
成
に
よ
っ
て
一
つ
の
到
達
点
に
ま

で
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
も
律
令
的
な
性
格
の
強
い
収
取
形
態
と
い
い
う

る
、
と
い
う
注
目
す
べ
き
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
首
肯
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
他
に
一
点

氏
が
強
調
さ
れ
る
点
、
即
ち
青
木
和
夫
氏
や
平
野
氏
が
大
宝
・
養
老
令
の
歳

役
条
は
立
文
の
精
神
に
お
い
て
既
に
実
役
徴
収
に
対
す
る
積
極
性
を
失
っ
て

お
り
、
八
世
紀
以
降
、
歳
役
は
実
際
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
こ
と
に

対
す
る
批
判
の
部
分
に
は
、
い
さ
さ
か
理
解
し
が
た
い
点
が
あ
る
。
氏
の
指

摘
の
通
り
、
確
か
に
歳
役
条
は
あ
く
ま
で
実
役
の
徴
発
を
本
質
と
す
る
条
文

で
あ
り
、
慶
雲
三
年
格
が
出
さ
れ
た
法
的
根
拠
も
そ
こ
に
あ
る
が
、
そ
の
実

　
　
　
ヘ
　
　
モ

際
的
な
運
用
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
全
面
的
に
寺
物
徴
収
と
そ
れ
に
よ
る
雇

役
の
徴
発
と
い
う
、
よ
り
進
ん
だ
合
理
的
な
形
態
に
移
行
し
て
い
た
と
見
る

べ
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
厨
自
身
雇
役
は
歳
役
の
一
転
化
形
態
で
あ
る
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
が
、
出
雲
国
富
会
帳
に
見
る
よ
う
に
雇
役
は
最
初
か
ら
全
国

的
規
模
で
以
て
計
画
的
・
強
制
的
に
差
発
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
形
態
に
お
い
て
歳
役
（
エ
ダ
チ
）
の
本
質
が
貫
徹
せ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
氏
の
論
旨
に
照
ら
し
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
歳
役
条
に
基
づ
く
年
十
日

の
実
役
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
強
調
す
る
意
味
は
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
ま

た
実
際
そ
れ
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
史
料
も
な
い
。
氏
は
慶
雲
三

年
格
を
歳
役
条
の
実
役
規
定
を
修
正
し
た
格
と
違
え
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
て

い
る
以
上
、
令
と
格
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
も
歳
役
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と

す
る
の
は
正
し
く
な
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
同
格
に
対
す
る
氏
の
理
解

に
は
誤
り
が
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
で
こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は

酒
旗
の
庸
の
半
減
と
密
接
な
関
連
が
あ
り
、
む
し
ろ
政
府
の
説
明
と
は
逆
に
、

同
格
を
施
行
す
る
為
に
こ
そ
庸
の
半
減
が
行
わ
れ
た
と
い
う
側
面
さ
え
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
減
免
し
た
黒
鴨
分
の
倍
の
日
数
を
使
役
す
る
と

い
う
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
て
お
り
、
庸
五
日
分
の
免
除
に
対
し
て
九
日
、
同

じ
く
十
日
分
の
全
免
に
対
し
て
十
九
日
、
庸
調
計
二
十
日
分
の
免
除
に
対
し

て
四
十
日
と
い
う
計
算
で
あ
る
。
即
ち
本
来
不
定
期
的
な
造
営
事
業
の
財
源

（
庸
）
を
平
常
的
に
は
半
減
し
て
民
弊
を
省
く
と
同
時
に
、
そ
の
代
償
と
し

て
、
も
と
も
と
令
制
通
り
に
徴
収
し
た
庸
に
よ
っ
て
も
賄
い
き
れ
な
い
よ
う

な
大
規
模
造
営
が
集
中
的
に
継
続
す
る
場
合
を
予
定
し
て
、
歳
役
条
の
規
定

を
は
る
か
に
超
え
る
黒
影
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
歳
役
条

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
実
役
規
定
の
修
正
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
氏
も
一
応
の
注
意
を
払
っ

て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
平
城
京
の
造
営
を
意
識
し
た
施
策
と
考
え

ら
れ
、
西
海
道
の
庸
全
脳
（
十
日
分
）
に
対
し
て
筑
紫
役
十
九
日
が
規
定
さ

れ
た
の
も
、
恐
ら
く
大
宰
府
及
び
そ
の
関
連
諸
施
設
の
整
備
・
造
営
に
必
要

な
労
働
力
確
保
の
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
雑
魚
で
あ
る
が
、
本
章
は
吉
田
孝
氏
の
一
連
の
二
倍
制
研
究
を
撹
判

し
て
執
筆
さ
れ
た
同
名
の
旧
稿
を
中
心
に
、
古
記
の
史
料
的
性
格
を
め
ぐ
る

岸
俊
男
氏
の
批
判
へ
の
解
答
を
加
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
の
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評

見
解
を
要
約
す
れ
ば
、
ω
賦
役
令
雑
二
条
の
古
記
は
、
令
内
各
条
に
規
定
さ

れ
る
力
役
の
う
ち
中
央
政
府
の
需
要
を
満
た
す
も
の
を
雑
樒
と
し
、
人
民
の

生
活
の
再
生
産
に
か
か
わ
る
共
同
体
を
基
盤
と
し
た
力
役
は
雑
面
を
充
て
な

い
と
し
て
い
る
こ
と
、
ω
そ
の
よ
う
な
古
記
の
見
解
は
令
意
に
か
な
う
も
の

で
も
、
ま
た
天
平
期
の
実
態
で
も
な
く
、
成
立
期
の
雑
業
の
性
格
に
強
く
ひ

き
つ
け
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
、
㈲
還
御
原
令
で
始
め
て
制
度
化
さ
れ
た

雑
樒
は
中
央
政
府
の
直
接
的
な
需
要
に
応
じ
る
も
の
で
あ
り
、
共
起
体
を
基

盤
と
す
る
諸
力
役
は
そ
の
段
階
で
な
お
旧
国
造
の
系
譜
を
ひ
く
評
の
官
人
の

管
轄
下
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ω
そ
の
後
者
が
雑
樒
に
組
み
込
ま
れ
、

国
家
的
徳
島
体
系
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
は
大
宝
令
制
下
に
至
っ
て
で

あ
る
こ
と
、
㈲
岸
氏
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
古
記
の
鯉
釈
の
背

後
に
は
何
ら
か
の
制
度
的
実
態
が
存
在
し
、
こ
れ
を
雑
藩
制
解
明
の
史
料
と

し
て
用
い
う
る
こ
と
、
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
見
る
よ
う
に
、

茂
の
研
究
は
横
揺
掴
に
つ
い
て
の
単
な
る
制
度
史
的
研
究
の
域
を
超
え
て
お

り
、
先
の
歳
役
に
つ
い
て
の
研
究
と
併
せ
て
、
在
地
首
長
の
下
に
あ
っ
た
歯

止
賦
課
権
が
律
令
国
家
の
形
成
過
程
に
沿
っ
て
次
第
に
そ
の
下
に
吸
収
さ
れ

て
い
く
過
程
を
、
着
実
な
実
証
的
手
法
を
以
て
具
体
的
に
跡
づ
け
ら
れ
た
点

は
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
古
記
の
分
類
が
右
の
如
き
観
点
か

ら
な
さ
れ
た
と
す
る
時
、
雑
芸
で
は
な
い
と
一
難
さ
れ
た
A
類
諸
条
の
中
に
、

も
と
も
と
雑
面
と
は
関
係
の
な
い
兵
士
や
婦
人
の
使
役
に
つ
い
て
の
条
文
が

多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
単
に
確
認
の
為
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と

で
は
済
ま
さ
れ
な
い
疑
問
を
感
じ
る
。
こ
の
点
燈
氏
の
青
郷
で
は
何
ら
別
途

の
説
明
を
要
さ
ず
、
全
て
統
一
的
に
理
解
し
き
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
氏
の
反

論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
岸
説
は
克
服
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
古
記

の
分
類
に
対
す
る
氏
の
理
解
を
離
れ
て
も
、
浄
御
原
令
制
下
と
大
宝
令
制
下

と
で
の
雑
祷
復
除
の
在
り
方
の
違
い
、
ま
た
薗
田
香
融
氏
や
吉
田
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
た
御
行
と
雑
徳
と
の
関
係
と
い
っ
た
点
か
ら
し
て
、
雑
箔
に
つ

い
て
の
氏
の
全
体
的
な
構
想
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
狂
い
は
生
じ
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
第
四
章
「
樒
役
と
給
根
」
は
、
律
令
制
下
に
お
け
る
漁
業
支
給
の
実
態
と

そ
の
意
味
の
検
討
を
通
じ
て
、
律
令
困
家
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
し
た
劇
論
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ω
律
令
制
に
お
い
て
は
官
人
に
暫
し
て
は
勤
務
中
の
食

料
を
支
給
し
、
そ
れ
と
は
逆
に
籍
役
に
対
し
て
は
公
糠
を
支
給
し
な
い
の
が

原
則
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
し
か
し
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
次
第

に
公
信
不
給
の
原
則
が
く
ず
れ
、
倍
役
に
対
す
る
食
料
の
支
給
が
一
般
化
し

た
こ
と
、
が
囲
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
ω
官
入

に
対
す
る
公
粒
支
給
は
家
産
官
僚
制
の
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
律
令

国
家
は
一
種
の
家
産
国
家
と
見
る
べ
き
こ
と
、
②
こ
れ
に
対
し
て
憲
役
は
国

家
に
対
す
る
奉
仕
義
務
と
し
て
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
農
民
は
薗
己
の

負
担
に
お
い
て
こ
の
義
務
を
果
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
従
っ
て
国
家
は
農
民

に
対
す
る
給
養
の
義
務
を
負
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
㈲
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た

の
は
農
民
が
経
営
の
一
定
の
密
立
性
を
獲
得
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
律
令

国
家
の
成
立
は
一
定
の
自
立
性
を
も
っ
た
農
民
経
営
の
広
汎
な
存
在
を
前
提

と
し
て
い
た
こ
と
、
ω
衝
役
に
対
す
る
公
糠
支
給
の
一
般
化
は
、
基
本
的
に

は
そ
の
よ
う
な
班
田
農
民
の
窮
乏
化
と
、
そ
れ
に
起
因
す
る
衝
丁
の
減
少
と

い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
た
ら
き
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
⑤
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
給
糠
化
は
複
ち
に
農
民
の
国
家
へ
の
奴
隷
的
隷
属
に
は
結
び
つ
か

ず
、
私
的
土
地
所
有
の
展
開
に
と
も
な
い
、
労
働
力
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
競

合
す
る
国
家
と
王
臣
家
・
豪
民
ど
の
間
に
あ
っ
て
、
農
民
に
は
な
お
一
定
の

選
択
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
律
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令
要
役
制
に
お
い
て
は
公
庫
支
給
が
原
則
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
そ

の
奴
隷
制
的
性
格
を
導
き
出
す
石
母
田
説
へ
の
携
判
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
律
令
国
家
の
性
格
を
考
え

る
上
で
常
に
省
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
文
で
あ
ろ
う
。
た
だ
右
の
石

母
田
氏
の
指
摘
自
体
は
誤
り
と
し
て
も
、
こ
の
時
代
の
生
産
関
係
を
ど
の
よ

う
に
概
念
規
定
す
る
か
は
洌
問
題
で
あ
り
、
単
に
農
民
経
営
の
自
立
性
を
指

摘
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
歴
史
的
性
格
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
囁

あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
本
書
の
全
体
を
通
じ
て
「
農
民
」
と
い
う
超
歴
史
的
用

語
が
も
っ
ぱ
ら
多
用
さ
れ
て
い
る
の
も
気
に
な
る
点
で
あ
る
。

　
次
に
第
五
章
「
木
工
寮
の
性
格
と
造
営
事
業
」
は
、
令
制
唯
一
の
造
営
担

当
官
司
で
あ
る
木
工
寮
に
つ
い
て
の
初
め
て
の
本
格
的
研
究
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
木
工
寮
の
組
織
・
職
掌
・
長
官
人
事
、
ま
た
令
外
の
造
営
担
当
官
司
と

の
関
係
が
検
討
さ
れ
、
幾
つ
か
の
特
徴
を
通
じ
て
次
の
如
き
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
。
即
ち
、
ω
木
工
寮
は
造
営
工
事
と
そ
の
予
算
編
成
お
よ
び
材
木
の

調
達
を
主
要
な
職
掌
と
し
た
が
、
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
造
都
・
造
寺
な
ど

の
大
事
業
は
む
し
ろ
造
京
司
・
造
宮
省
・
造
寺
司
な
ど
の
令
外
官
司
に
よ
っ

て
行
わ
れ
、
木
工
寮
は
意
外
に
造
営
と
の
か
か
わ
り
が
少
い
。
②
そ
れ
は
木

工
寮
が
大
化
前
代
の
内
廷
官
司
を
母
胎
と
し
、
宮
内
省
被
官
の
小
官
司
と
し

て
設
定
さ
れ
た
為
で
、
大
化
前
代
の
木
工
寮
前
身
官
司
は
供
御
の
木
製
雑
器

や
供
神
雑
器
の
製
作
を
主
要
な
職
掌
と
し
、
併
せ
て
天
皇
の
私
的
住
居
の
性

格
の
強
い
宮
殿
の
造
営
や
、
神
事
に
際
し
て
の
神
殿
の
造
営
を
行
っ
て
い
た

と
見
ら
れ
る
。
③
こ
れ
に
対
し
て
、
大
化
前
後
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
大
規
模
な
造
営
の
為
に
臨
時
の
担
当
官
司
と
し
て
漁
業
監
が
設
置
さ
れ
、

こ
れ
が
後
の
造
営
省
や
造
寺
司
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ω
平
安
時
代
に
入
り
、

大
規
模
な
造
宮
担
当
官
司
や
造
寺
司
の
設
…
置
に
よ
る
造
営
が
行
わ
れ
な
く
な

る
と
、
木
工
寮
が
造
営
に
お
い
て
果
す
役
割
は
奈
良
時
代
に
比
し
て
む
し
ろ

次
第
に
増
大
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
論
は
単
に
律
令
黙
認
の

個
別
的
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
氏
の
徳
役
制
研
究
の
一
環
を
な
す
も
の
で
、

第
二
章
「
歳
役
制
の
成
立
」
で
は
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
木
工
寮
前
身

官
司
と
将
作
監
と
の
関
係
が
、
古
い
部
民
制
的
な
枠
を
超
え
て
爆
発
さ
れ
る

エ
ダ
チ
の
成
立
過
程
に
照
応
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
細
部
は
と
も
か
く
と
し
て
、
甚
だ
魅
力
に
蜜
む
構
想
と
言
え
よ
う
。

　
第
二
部
第
六
章
「
奈
良
時
代
の
浮
浪
と
京
畿
計
帳
」
で
は
、
律
令
公
民
制

の
支
配
秩
序
を
否
定
す
る
存
在
と
し
て
の
浮
浪
・
逃
亡
に
つ
い
て
、
従
来
の

諸
説
を
丹
念
に
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
依
拠
し
て
き
た
京
畿
計
帳
の
逃

注
記
の
史
料
性
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
律
令
政
府
の
浮
浪

人
対
策
が
当
初
か
ら
現
住
地
主
義
で
一
貫
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
京
畿
計
帳
の
逃
注
記
は
、
既
に
原
島
礼
二
氏
に
よ
っ
て
詳
細

な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
問
題
点
を
孕
む
史
料
で
あ
る

が
、
氏
も
ま
た
原
島
氏
の
指
摘
に
沿
い
、
三
つ
の
特
微
を
挙
げ
て
そ
の
史
料

的
性
格
を
吟
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ω
こ
れ
ら
の
計
帳
で
は
戸
令
戸
逃
走

条
の
三
周
六
年
法
に
よ
る
除
帳
規
定
が
無
視
さ
れ
、
計
帳
作
成
時
か
ら
満
六

年
を
は
る
か
に
遡
る
逃
亡
が
な
お
紅
血
さ
れ
ず
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
し
か

も
調
の
徴
収
に
お
い
て
は
恰
も
逃
亡
と
い
う
事
実
が
存
在
し
な
か
っ
た
か

の
よ
う
な
取
り
扱
い
さ
え
受
け
て
い
る
こ
と
、
②
そ
の
逃
注
記
は
、
た
だ
国

　
（
郡
）
名
を
注
記
し
た
り
、
そ
の
下
に
「
在
」
と
記
す
も
の
を
も
含
め
て
甚

だ
多
様
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
内
容
的
に
何
ら
か
の
実
態
の
相

違
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
様
相
は
特
に
見
出
せ
ず
、
こ
れ
を
直

ち
に
実
態
の
栢
違
と
見
て
の
従
来
の
立
論
は
危
険
で
あ
る
こ
と
、
③
京
畿
如

意
で
は
不
課
口
、
な
か
ん
ず
く
女
性
の
逃
亡
が
極
め
て
多
く
、
浮
浪
発
生
の
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鮮，

評

原
因
・
理
由
に
つ
い
て
の
従
来
の
諸
説
は
、
こ
の
点
で
も
大
い
に
再
検
討
の

余
地
が
あ
る
こ
と
、
の
三
点
で
あ
る
が
、
総
じ
て
京
畿
計
帳
の
逃
注
記
に
は
、

そ
れ
を
史
料
と
し
て
奈
良
時
代
の
浮
浪
の
実
態
・
性
格
に
つ
い
て
論
じ
る
に

は
、
な
お
十
分
の
検
討
を
要
す
る
多
く
の
聞
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
前
記
の
③
に
関
連
し
て
、
京
畿
計
帳
に
見
ら
れ
る

逃
亡
の
様
相
が
必
ず
し
も
奈
良
時
代
前
期
の
逃
亡
の
一
般
的
な
在
り
方
を
反

映
し
て
い
な
い
可
能
性
が
注
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
全
く
同

感
で
あ
り
、
こ
れ
ら
京
畿
計
帳
の
逃
注
記
全
体
を
い
か
に
理
解
す
る
か
は
評

者
自
身
に
と
っ
て
も
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
前
記
の
ω

に
関
連
し
て
、
和
銅
八
年
（
霊
亀
元
年
）
に
三
周
六
年
法
に
よ
る
除
帳
処
置

が
停
止
さ
れ
た
の
は
、
和
銅
八
年
五
月
一
日
格
（
駈
謂
「
土
断
法
」
）
の
施
行

に
よ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
原
島
氏
が
土
断
貸
下
の
京
畿
の
特
例
と
見
倣
さ

れ
た
の
と
は
逆
に
、
ま
さ
に
和
銅
八
年
格
の
適
用
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
す

る
可
能
性
で
あ
る
。

　
次
に
律
令
国
家
の
浮
浪
人
対
策
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
私
は
律
令
に
お
け

る
公
民
支
配
の
原
則
は
あ
く
ま
で
本
貫
地
主
義
に
あ
り
、
和
銅
八
年
格
に
よ

る
強
聴
対
策
も
基
本
的
に
そ
の
線
上
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ

こ
は
そ
の
場
で
な
い
の
で
こ
ま
ご
ま
と
し
た
反
論
は
控
え
る
が
、
私
見
は
単

に
藤
原
園
人
の
奏
状
の
み
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
和
銅
八
年
格
の

下
に
あ
っ
て
は
括
出
さ
れ
た
浮
逃
は
特
殊
の
名
簿
に
国
郡
姓
名
を
録
さ
れ
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
調
庸
を
徴
収
さ
れ
る
が
、
そ
の
国
郡
は
本
貫
地
の
国
郡
な

の
で
あ
り
、
こ
れ
を
単
に
現
住
地
主
義
だ
と
し
て
割
り
切
っ
て
し
ま
う
の
は

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
単
に
現
住
地
主
義
だ
と
い
う
だ
け
で
は
、

和
銅
八
年
格
施
行
の
意
義
は
一
向
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
何
故

政
府
は
養
老
五
年
格
に
見
る
よ
う
に
、
明
瞭
に
当
処
編
付
の
方
針
を
打
ち
出

さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
説
明
の
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
拙
稿

に
お
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
の
…
挽
存
影
写
本
が
「
土
断
」
の
語
を
「
云
断
」

に
作
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
、
そ
れ
が
本
来
正
し
く
「
土
断
」
の
語
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
に
も
問
題
が
あ
る
と
し
た
が
、
　
「
土
」
と
「
云
」
は
転
写
の

際
に
容
易
に
誤
記
さ
れ
得
る
文
字
で
あ
り
、
実
際
『
続
日
本
紀
』
の
写
本
に

お
い
て
も
他
に
「
土
」
を
「
云
」
に
誤
写
し
た
実
例
が
見
毘
せ
た
の
で
、
こ

こ
は
や
は
り
「
土
断
」
が
原
文
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
よ
う
で
あ
る
。
そ
う

だ
と
し
て
も
、
こ
の
「
土
嚢
」
が
当
処
編
付
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
拙
稿
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
機
会
を
か
り
て
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

と
し
た
い
。

　
次
に
第
七
章
「
勘
解
由
使
設
置
の
意
義
」
で
は
、
桓
武
朝
に
お
け
る
解
由

制
度
強
化
の
背
景
お
よ
び
そ
の
実
態
を
検
討
し
、
そ
こ
に
国
司
監
察
制
度
の

重
大
な
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
律
令
的
支
配
体
制
の
変
質
を

方
向
づ
け
る
桓
武
朝
の
政
策
の
特
質
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
今
そ
れ
を
要
約
す
れ

ば
、
ω
解
由
制
度
は
奈
良
朝
の
初
期
か
ら
存
在
し
た
が
殆
ど
励
行
さ
れ
て
は

お
ら
ず
、
桓
武
朝
に
入
っ
て
改
め
て
そ
の
励
行
が
は
か
ら
れ
、
不
等
解
由
状

制
の
採
用
、
勘
解
由
使
の
設
畳
に
よ
っ
て
国
司
に
対
す
る
監
察
機
能
が
強
化

さ
れ
た
こ
と
、
②
そ
の
背
景
に
は
奈
良
時
代
後
期
か
ら
の
評
家
財
政
の
悪
化

が
あ
り
、
そ
れ
に
対
処
し
て
弛
緩
し
た
租
税
観
財
政
制
度
を
建
て
直
す
に
は
、

既
に
不
正
怠
慢
の
一
般
化
し
た
獄
司
に
対
し
て
何
ら
か
の
新
し
い
有
効
な
監

察
制
度
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
、
③
こ
の
よ
う
に
解
由
制
度
は
主
と
し
て
財

政
面
に
お
け
る
国
司
監
察
制
度
と
し
て
、
改
め
て
重
要
な
意
義
を
付
さ
れ
強

化
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
以
後
さ
ら
に
財
政
面
か
ら
一
般
行
政
颪
へ
も
拡
大
さ

れ
、
ま
た
国
司
監
察
か
ら
官
吏
一
般
に
対
す
る
監
察
制
度
へ
と
発
展
し
た
こ
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と
、
ω
し
か
し
こ
の
勘
解
由
使
に
よ
る
国
司
監
察
制
度
は
、
奈
良
時
代
の
巡

察
使
や
按
察
使
に
よ
る
地
方
政
治
の
全
般
、
さ
ら
に
は
国
司
の
倫
理
や
主
体

的
態
度
に
ま
で
坐
る
監
察
に
比
べ
、
文
書
主
義
的
方
法
を
通
じ
て
、
た
だ
政

治
の
内
容
を
物
質
約
・
数
量
的
に
掘
え
う
る
面
の
監
察
に
の
み
蟻
小
化
さ
れ

て
お
り
、
こ
こ
に
極
め
て
現
実
適
応
的
な
桓
武
朝
の
政
策
基
調
が
窺
わ
れ
る

と
と
も
に
、
律
令
的
支
配
体
制
の
重
大
な
変
質
の
方
向
が
見
出
せ
る
こ
と
、

の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
今
後
さ
ら
に
律
令
時
代
の
全
時
期
を
通
じ
て
、

そ
の
文
書
主
義
行
政
の
全
般
駒
検
討
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

第
八
章
「
調
庸
違
反
と
対
国
司
策
」
は
、
奈
良
末
～
平
安
初
期
に
顕
著
と

な
る
調
庸
の
麓
悪
・
違
期
・
未
進
と
い
っ
た
事
態
に
対
し
て
、
中
央
政
府
が

と
っ
た
対
国
司
政
策
の
変
遷
を
検
討
し
、
律
令
負
担
体
系
の
解
体
過
程
を
段

階
的
に
跡
づ
け
よ
う
と
し
た
労
作
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
対
国
司
策
の
変
遷
か

ら
、
宝
亀
以
降
応
和
に
歪
る
お
よ
そ
二
〇
〇
年
の
欲
望
が
次
の
四
協
議
に
区

分
さ
れ
る
。
第
一
期
一
国
司
の
調
購
納
入
に
お
け
る
違
反
が
さ
し
追
っ
た

問
題
と
な
っ
た
宝
亀
・
延
暦
期
で
あ
り
、
襟
当
制
の
強
化
や
解
任
・
奪
俸
な

ど
の
行
政
的
措
覆
に
よ
っ
て
違
反
を
抑
え
よ
う
と
し
た
、
い
わ
ば
試
行
期
と

も
い
え
る
時
期
。
第
ご
期
…
大
同
か
ら
承
和
に
至
る
時
期
で
あ
り
、
調
庸

違
反
に
対
し
て
律
に
よ
っ
て
罪
を
科
す
る
方
針
を
確
立
し
、
未
進
の
場
合
に

の
み
公
辮
を
以
て
虎
落
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
、
い
わ
ぼ
律
条
主
義
の
時
期
。

第
三
期
一
嘉
祥
以
後
延
喜
に
至
る
時
期
で
、
総
覚
制
の
解
体
が
顕
著
と
な

り
、
麓
悪
や
違
期
を
通
り
こ
し
て
未
進
が
慢
性
化
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て

取
締
り
の
意
欲
は
減
退
し
、
た
だ
未
進
の
填
徴
に
の
み
注
意
が
払
わ
れ
た
蒔

期
。
第
四
期
一
延
喜
以
後
の
時
期
で
あ
り
、
第
二
期
に
出
さ
れ
た
法
令
を

典
拠
と
し
て
違
反
を
追
及
す
る
方
針
に
復
し
た
が
、
そ
れ
は
教
誠
酌
な
色
彩

を
強
く
も
ち
、
観
念
的
理
想
主
義
的
な
復
古
政
治
の
一
表
現
と
思
わ
れ
る
特

期
。
そ
し
て
こ
の
時
期
区
分
が
調
庸
制
解
体
の
諸
段
階
を
示
す
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
園
司
一
般
、
専
当
国
司
、
官
長
と
い
っ
た
取
締
ま
り
対
象

の
変
遷
も
ほ
ぼ
こ
の
段
階
に
唐
墨
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中

で
重
要
な
の
は
、
第
三
期
以
降
に
お
い
て
、
宮
長
が
一
定
の
貢
納
額
を
請
負

い
、
宙
ら
の
下
に
従
属
さ
せ
た
任
用
国
司
や
郡
司
に
さ
ら
に
そ
の
微
収
・
貢

納
を
請
負
わ
せ
る
と
い
う
体
制
が
生
み
出
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
官
長
か
ら
一

国
の
貢
納
を
一
手
に
請
負
う
弁
済
使
が
出
現
し
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今

後
、
在
地
に
お
け
る
調
庸
物
の
生
産
・
調
達
を
め
ぐ
る
具
体
相
と
の
関
連
で

右
の
無
期
区
分
の
一
層
の
内
実
化
が
望
ま
れ
る
。

　
第
九
章
「
公
営
田
の
経
営
と
負
担
体
系
」
は
、
従
来
か
ら
議
論
の
多
い
公

営
田
経
営
の
実
態
と
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。
茂
に
は
そ
の
後
さ
ら
に
、
本
稿
以
後
に
発
表
さ
れ
た
中
野
栄
夫
氏
や

福
岡
猛
志
疑
の
論
考
を
め
ぐ
っ
て
「
公
営
田
制
に
関
す
る
基
礎
的
事
実
の
検

討
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
八
二
）
が
あ
る
が
、
公
営
田
制
の
内
容
を
示
す
弘

仁
一
四
年
二
月
一
二
日
官
奏
の
理
解
に
つ
い
て
は
な
お
解
明
さ
れ
る
べ
き
間

題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
一
々
に
つ
い
て
は

触
れ
な
い
が
、
そ
の
最
も
基
本
的
な
問
題
に
関
し
て
賃
は
、
ω
公
営
田
に
割

か
れ
た
口
分
田
は
乗
田
の
残
り
を
以
て
補
充
さ
れ
、
従
っ
て
公
営
田
は
事
実

上
大
宰
管
内
の
全
乗
田
を
投
入
し
、
乗
田
利
用
の
一
方
法
と
し
て
行
わ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
②
公
営
田
の
経
営
に
要
す
る
経
費
は
正
税
か
ら
支
出

さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
出
挙
利
稲
に
見
合
う
収
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
た
。
そ
の
意
味
で
公
営
田
制
は
正
税
運
用
の
一
形
態
と
み
る
こ
と
も
で
き

る
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
ほ
ぼ
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
と
思

う
が
、
た
だ
ω
②
と
も
に
認
め
た
場
合
、
大
宰
府
管
下
の
乗
田
か
ら
従
来
収
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評書

取
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
賃
租
地
子
稲
が
一
応
大
幅
に
減
少
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
公
営
田
の
う
ち
本
来
の
地
鼠
に
従
っ
て
約
半
数
の
田
地
が
輸
地
子
と

さ
れ
て
も
そ
う
で
あ
る
し
、
福
岡
氏
の
近
説
の
よ
う
に
全
て
輸
租
で
あ
れ
ば

な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
尤
、
氏
は
新
稿
で
先
の
②
を
一
部
訂
正
し
、
通

常
の
出
挙
額
を
低
く
見
積
も
っ
た
上
に
余
剰
稲
の
存
在
を
考
慮
し
て
、
出
挙

は
平
常
通
り
行
わ
れ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
公
営
田
の
収
益
は
繭

来
の
乗
田
地
子
を
賄
い
う
る
も
の
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
も
な
お

問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
大
宰
府
管
下
の
地
子
稲
は
早
く
か
ら

特
別
な
扱
い
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
が
、
財
政
面
に
お
い
て
単
に
出
挙
と
の

関
係
ば
か
り
で
な
く
、
も
っ
と
地
子
の
問
題
に
も
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
公
営
田
制
に
関
す
る
前
記
の
理
解
を
基
礎
と
し
て
、
民
は
そ
の
経
営

の
実
態
と
歴
史
的
評
価
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ω
公
営

田
の
経
営
は
従
来
の
理
解
の
如
き
薗
営
田
方
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
は

な
く
、
農
民
の
個
別
経
営
に
委
託
さ
れ
、
彼
ら
の
戸
田
経
営
の
一
環
と
し
て

耕
作
さ
れ
た
。
②
従
っ
て
公
営
田
経
営
を
農
民
の
な
ま
の
労
働
力
を
追
求
す

る
奴
隷
制
的
な
性
格
の
も
の
と
み
る
見
解
は
認
め
ら
れ
ず
、
律
令
個
別
人
身

支
配
に
基
づ
く
令
制
官
田
的
な
直
営
田
経
営
は
九
世
紀
を
通
じ
て
衰
退
・
変

質
の
道
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
を
蓬
営
田
の
時
代
と
見
る
の

は
妥
当
で
な
い
。
③
民
間
の
佃
経
営
も
、
九
世
紀
を
通
じ
て
、
単
純
協
業
を

組
織
す
る
直
接
経
営
か
ら
農
民
の
個
別
経
営
に
委
託
す
る
間
接
経
営
に
移
行

し
つ
つ
あ
り
、
公
営
田
の
経
営
を
繊
密
の
民
間
の
進
ん
だ
直
営
的
生
産
方
式

を
採
用
し
た
も
の
と
す
る
見
解
も
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
民
間
の
面
接
経
営

の
場
合
、
そ
の
労
働
力
に
つ
い
て
は
単
な
る
経
済
関
係
に
よ
る
も
の
よ
り
も
、

王
臣
家
な
ど
の
国
家
公
権
を
媒
介
と
す
る
人
民
支
配
を
重
視
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
点
よ
り
し
て
、
私
営
田
経
営
の
歴
史
的
意
義
、
封
建
化
に
果

し
た
役
割
な
ど
に
つ
い
て
も
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。
ω
公
営
田
制
は
弘
仁

期
後
半
の
未
曾
有
の
災
害
に
対
応
し
て
、
律
令
制
本
来
の
収
取
体
系
を
維
持

す
る
こ
と
を
扇
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
調
庸
の
収
取
形
態
の

転
換
と
し
て
評
価
す
る
見
解
は
妥
当
で
は
な
い
。
㈲
公
営
田
制
に
は
、
画
引

に
対
す
る
個
別
人
身
支
配
の
解
体
に
対
応
す
る
土
地
支
配
の
強
化
、
及
び
土

地
生
産
物
収
取
へ
の
依
存
の
傾
向
の
増
大
と
い
う
時
代
的
趨
勢
が
示
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
公
営
田
を
媒
介
と
す
る
農
民
支
配
が
欄
別
経
営
そ
の
も
の
を
全

体
的
に
把
握
し
、
そ
の
隷
属
性
を
強
化
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
新
し
い
支
配
体

制
形
成
の
基
本
的
な
コ
ー
ス
が
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
穏

当
な
見
解
と
書
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
第
十
章
「
臨
時
雑
役
の
成
立
」
は
、
租
税
・
官
物
と
並
ん
で
平
安
時

代
の
収
取
1
1
負
撮
体
系
に
重
要
な
位
置
を
占
め
た
臨
時
雑
役
に
つ
い
て
、
そ

の
成
立
の
問
題
を
中
心
に
検
討
を
試
み
、
律
令
制
人
身
諸
負
担
の
解
体
と
そ

の
再
編
成
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
自
身
の
要

約
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
次
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
ω
臨
時
雑
役

は
調
・
庸
・
雑
揺
な
ど
の
律
令
的
諸
負
担
が
変
質
解
体
し
、
そ
の
各
々
が
税

目
と
し
て
の
独
立
性
を
喪
失
し
て
雑
役
化
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
、
班
田
農

民
の
階
級
分
化
に
芯
じ
て
そ
れ
ら
の
諸
負
担
が
臨
心
的
に
有
力
農
民
層
に
賦

課
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
れ
ら
の
人
身
的
諸
負
担
を
包
括
的
に
呼
称
す
る

名
称
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
そ
の
成
立
時
期
は
九
世
紀
末
頃
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
、
ω
臨
時
雑
役
に
は
中
央
賦
課
の
臨
時
雑
役
と
地
方
賦
課
の
そ
れ

と
が
あ
っ
た
が
、
律
令
的
負
担
の
変
質
形
態
と
し
て
臨
時
雑
役
の
本
流
を
な

し
た
の
は
後
者
で
あ
り
、
中
央
賦
課
の
も
の
は
こ
れ
に
対
す
る
加
徴
と
し
て

の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
③
臨
時
雑
役
は
成
立
当
初
は
人
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身
に
賦
課
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
一
世
紀
余
り
で
土
地
別
に
賦
課
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
、
ω
律
令
的
公
民
に
か
わ
っ
て
有
力
農
民
を
王
朝
的
公
民
と

し
て
把
握
せ
ん
と
す
る
政
策
の
延
長
と
し
て
、
延
喜
荘
園
整
理
令
を
契
機
に
、

従
来
王
臣
象
と
の
私
的
結
合
関
係
に
よ
っ
て
課
役
を
免
れ
て
き
た
有
力
農
民

に
対
し
て
、
積
極
的
に
臨
時
雑
役
の
賦
課
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、

の
四
点
で
あ
る
が
、
こ
の
氏
の
見
解
に
対
し
て
は
近
年
中
野
栄
重
氏
に
よ
っ

て
全
面
的
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
首
肯
す
べ
き
点
も
多
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
中
野
氏
の
論
証
に
も
問
題
が
あ
り
、
律
令
収
取
体
系
の
解
体
か

ら
中
世
的
収
取
体
系
成
立
へ
の
移
行
過
程
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
研
究

を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
付
論
「
行
基
の
布
教
と
豪
族
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
注
意
さ
れ
る
こ

と
の
少
な
か
っ
た
行
基
の
布
教
活
動
の
内
容
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
的
側
面

を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
民
衆
の
現
世
的
欲
求
を
容
認
し
解
放

す
る
積
極
的
な
因
果
応
報
観
が
、
律
令
國
家
の
下
で
抑
圧
さ
れ
る
地
域
豪
族

層
の
私
的
生
産
活
動
の
拡
大
に
対
す
る
欲
求
と
結
び
つ
き
、
彼
ら
の
経
済
活

動
を
支
え
る
社
会
的
実
践
倫
理
を
形
成
し
て
、
そ
こ
に
律
令
国
家
に
対
す
る

巨
大
に
し
て
組
織
的
な
批
判
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
行
基
の
宗
教
運
動
は
、
豪
族
層
の
階
級
的
成
長

の
最
初
の
転
機
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
準
備
し
た
も
の
と
し
て
意
義
づ
け
ら

れ
て
い
る
が
、
本
論
は
、
従
来
か
ら
も
注
意
さ
れ
て
き
た
行
基
の
運
動
と
豪

族
層
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
そ
の
内
面
的
な
連
関
を
深
く
追
求

し
た
点
で
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
、
で
き
う
る
限
り
各
章
の
論
旨
に
忠
実
に
沿
っ
て
見
て
き
た
わ
け
で

あ
る
が
、
読
み
終
え
て
、
改
め
て
氏
の
研
究
視
野
の
広
さ
と
そ
れ
に
支
え
ら

れ
た
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
歴
史
感
覚
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
に
は
奇
を
て
ら
う
よ
う
な
論
考
は
一
つ
と
し
て
な
く
、
い
ず
れ
も
先
行

研
究
の
丹
念
な
整
理
と
諸
史
料
の
着
実
な
検
討
に
よ
っ
て
、
地
味
で
は
あ
る

が
、
確
実
な
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
本
書
に
お
い
て
特
に
注
目
す

べ
き
は
、
第
二
部
に
収
め
ら
れ
た
律
令
負
担
体
系
の
解
体
に
か
か
わ
る
諸
論

文
が
、
常
に
新
し
い
時
代
の
支
配
体
制
、
収
取
体
系
の
成
立
を
展
望
し
て

為
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
移
行
期
の
研
究
は
言
う
は
易
く
し
て
行
う

に
難
き
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
困
難
な
課
題
に
も
正
面
か
ら
取
り
組
み
、

律
令
負
担
体
系
の
成
立
か
ら
解
体
ま
で
、
一
貫
し
た
構
想
の
下
に
描
き
き
る

こ
と
を
目
指
し
て
研
究
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
。
常
々
学
恩
を
蒙
っ
て
い

る
後
学
の
一
人
目
し
て
、
改
め
て
氏
の
真
顔
な
研
究
姿
勢
に
学
び
た
い
と
思

う
。
甚
だ
雑
な
紹
介
に
終
始
し
、
書
評
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
隔
た
っ
た
も

の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
著
者
並
び
に
出
演
の
御
寛
恕
を
請
う
次
第
で
あ

る
。
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