
轡
、
譲
と
．
紹
介

方
氏
の
労
作
も
、
労
働
囲
者
に
よ
る
親
出
ぐ
も
の
と
の
．
対

決
が
十
分
に
描
か
れ
ず
、
た
と
え
ば
労
働
者
大
会
の

渓
議
で
そ
の
対
決
過
程
が
代
覆
ざ
れ
ろ
形
な
し
方
が

取
ら
れ
て
い
る
〃
為
、
古
叢
犬
の
馬
蝉
．
過
程
が
生
々
と
印

象
づ
け
ら
れ
な
い
5
ら
み
が
あ
ろ
。

　
一
般
に
、
日
本
の
支
配
階
級
が
中
国
の
近
代
的
変

革
を
阻
止
し
犠
牲
に
供
す
る
事
に
よ
っ
て
、
内
在
的

矛
庸
を
糊
塗
し
自
ら
の
資
本
主
義
を
高
度
化
し
た
と

い
う
歴
史
的
燗
環
境
は
、
両
国
の
近
代
社
会
を
密
接
不

可
分
に
関
係
づ
け
て
来
た
◎
云
い
換
え
る
と
、
申

矯
両
国
の
瞬
昆
は
、
臼
本
の
支
配
階
級
を
共
通
の
、
歴

史
的
対
立
者
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
中

国
の
近
代
的
勲
章
は
私
達
の
社
会
の
真
の
変
革
的
近

代
化
一
民
主
化
、
乃
至
私
達
日
本
国
民
の
真
の
解
放

と
無
関
係
で
ぽ
な
く
、
む
し
ろ
実
践
酌
に
相
つ
な
が

る
親
近
性
を
も
つ
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
中
国
の
近

代
的
変
革
が
決
し
て
、
解
説
や
説
明
で
あ
っ
て
は
な

ら
ぬ
事
を
私
達
に
命
ず
る
の
で
あ
る
。
も
し
此
の
観

点
を
欠
ぎ
、
単
な
る
解
説
に
終
る
な
ら
、
ま
こ
と
の

中
国
近
代
社
会
を
描
く
事
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
5
．
、

今
堀
氏
は
「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
…
を
掘
…
心
し
て
い
ろ
ア

ジ
ア
的
社
会
の
織
…
造
分
析
は
実
践
的
課
題
の
重
要
さ

に
比
し
て
実
証
的
研
究
の
た
ち
お
く
れ
が
目
立
っ
て

い
る
」
と
云
わ
れ
る
が
（
驚
巴
、
私
は
逆
説
め
ど
、

恐
縮
だ
が
、
　
「
実
証
的
研
究
の
多
い
の
に
比
し
て
、

実
践
的
課
題
．
趨
究
の
立
ち
お
く
れ
が
質
立
っ
て
い

る
」
と
云
い
た
い
。

　
も
と
よ
り
、
本
書
を
世
に
聞
は
れ
た
先
学
と
そ
の

協
力
的
組
織
え
の
期
待
が
大
き
い
故
の
妄
言
で
あ
る

慮甲

�
ｫ
糸
解
…
し
て
い
た
だ
・
き
た
い
。
　
（
一
戸
和
二
十
山
ハ
年

五
月
刀
江
棄
冨
院
激
調
行
A
5
三
五
〇
頁
四
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
里
井
彦
七
郎

樽

図
曽
ミ
昌
9
乙
　
じ
ご
一
〇
〇
F
　
疑
ミ
“
ミ
智
寒
嘆
、
ひ

、
ミ
昏
膨
ミ
へ
5
ミ
嚇
ミ
も
冬
隔
へ
隊
、
へ
、
《
ヘ
ヘ
ミ
・
脚

（
多
①
〈
ζ
○
ぼ
。
。
8
ユ
炉
δ
｝
旨
9
⊃
謬
く
一
三
と
9
誘
㌧

お
q
卜
。
●
）

　
エ
ト
ル
ス
キ
人
が
初
期
イ
タ
リ
ア
特
に
ロ
ー
マ
の

歴
輿
的
発
展
に
対
し
て
演
じ
た
そ
の
歴
斑
的
寛
要
性

は
西
洋
史
の
概
説
を
学
ん
だ
竜
の
の
誰
し
も
等
し
く

認
め
る
処
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
エ
ト
ル
ス
ギ
人
の

起
源
の
問
題
に
間
し
て
は
乗
だ
そ
の
決
定
的
学
説
が

な
く
叉
こ
の
讐
膏
語
は
完
全
な
解
読
の
域
に
ぽ
逮
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
そ
の
善
心
に
お
い
て

短
い
論
説
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
エ
ト
ル
ス
キ
学
の
近

一
〇
四

二
を
知
る
上
に
極
め
イ
、
膚
益
な
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
論
女
の
執
筆
者
た
る
ズ
p
団
琶
§
ら
巴
o
o
プ

な
る
入
に
つ
い
て
は
詳
細
な
事
は
わ
か
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
戦
後
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
H
・
塁
。
『
碍
・

ヨ
霧
（
ざ
ぎ
ご
き
（
（
管
①
頓
p
一
ユ
。
噌
6
参
）
を
書
き
、

叉
イ
タ
リ
ア
の
エ
ト
ル
ス
キ
学
者
℃
巳
一
三
圃
5
の

葺
≧
い
8
一
薦
貯
（
憲
一
賃
H
O
髭
）
を
仏
訳
し
た
人
で

あ
る
。
　
（
い
ρ
o
ぞ
二
醒
9
二
〇
p
禽
『
窮
（
宏
㊦
”
｝
》
罵
o
r

H
智
・
ド
誌
浴
H
Φ
お
・
筒
こ
の
著
書
に
関
し
て
は
西
洋
史
学

十
五
輯
に
私
の
紹
介
が
謙
る
筈
で
あ
る
。
）

　
凡
そ
先
史
時
代
或
は
原
史
時
代
の
．
歴
史
研
究
牌
二

純猷

ﾉ
そ
う
で
あ
る
如
く
に
エ
ト
ル
ス
キ
堂
・
の
発
展
も

言
語
学
と
考
古
掌
の
発
展
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
特
に
例
え
エ
ト
ル
ス
キ
文
書
が
存
在
し
て
も

そ
の
解
読
が
東
だ
完
全
に
行
わ
れ
ざ
ス
現
段
階
に
お

い
て
ほ
考
古
掌
の
発
掘
の
歴
史
が
叉
’
エ
ト
ル
ス
キ
学

の
発
展
の
歴
輿
で
あ
る
と
書
弓
こ
と
も
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
意
昧
に
お
い
て
砦
者
は
十
八
、
十
九
及
び

二
十
榿
紀
の
エ
ト
ル
ス
キ
学
の
。
歴
史
的
発
展
を
素
描

し
て
い
う
が
、
太
鉱
露
文
は
　
ー
エ
ト
ル
ス
キ
入
の
起

源
　
2
エ
ト
ル
ス
キ
言
語
　
3
エ
ト
ル
ス
キ
文
化
の

三
つ
の
部
分
に
わ
け
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
弓
。

　
ニ
ト
ル
ス
キ
人
の
趨
源
に
つ
い
て
は
既
に
．
古
典
古

（　2e　一1　）



代
に
お
い
て
謡
倉
＆
O
ぢ
が
エ
ト
ル
ス
キ
人
を
も

つ
て
目
蛍
象
。
の
王
〉
蔓
ψ
の
息
子
の
一
人
G
、
婆
断
－

ぎ
同
さ
切
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
人
種
と
し
、
　
＜
搾
σ
q
二
。

も
そ
れ
を
麦
持
し
て
い
る
。
然
る
に
U
窪
景
餌
、
類
？

甥
o
p
ヨ
p
鴇
。
は
そ
の
文
化
及
び
言
語
の
特
異
性
の

故
に
エ
ト
ル
ス
キ
入
を
竜
っ
て
既
に
古
く
か
ら
定
住

せ
る
土
署
人
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
今
日
に

お
い
て
は
エ
ト
ル
ス
キ
入
の
起
源
に
は
北
方
起
源

説
、
土
著
説
、
東
方
説
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

　
先
ず
北
方
説
は
古
く
は
2
一
8
一
毬
目
3
お
♂
累
？

言
ξ
讐
ソ
建
一
δ
び
着
し
く
は
○
．
d
o
Q
自
p
p
o
峠
賞
翫

℃
髪
魚
一
の
主
張
す
る
処
で
前
者
の
グ
ル
ー
プ
が

2
＜
＝
墨
壷
一
〇
質
　
q
①
い
　
8
誕
p
旨
ρ
δ
い
℃
　
9
≦
諏
q
。
p
低
。
β

訟
＝
瀞
昌
。
言
。
鄭
昌
9
0
才
出
一
い
置
戸
。
⇒
傷
圷
蕊
ρ
戸
μ
ρ
の
文
化

的
発
展
に
完
全
な
連
続
性
を
認
め
る
に
対
し
て
、
後

瀬
の
グ
ル
ー
プ
は
エ
ト
ル
ス
キ
人
と
イ
タ
リ
ア
人
の

闘
に
顕
著
な
入
種
的
相
異
を
認
め
た
け
れ
ど
も
、
エ

ト
ル
ス
キ
入
は
ヨ
鳥
？
o
罎
。
需
。
器
の
最
近
の
移
住

憲
で
あ
る
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
然
し
エ
ト
ル
ス
キ

入
の
古
名
で
あ
る
圃
〃
…
い
§
碁
と
甥
ま
二
①
房
と
云

う
ア
ル
プ
ス
入
と
を
同
一
視
す
る
今
迄
の
比
下
職
は
支

持
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
叉
類
鴛
7
＞
象
げ
Q
。
に
エ

ト
ル
ス
キ
碑
文
が
発
見
さ
れ
た
が
そ
の
碑
文
そ
の
も

轡
　
　
と
綿
介

の
は
三
世
紀
を
湖
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
今
日

に
お
い
て
は
エ
ト
ル
ス
キ
人
の
起
源
論
に
開
し
て
完

説
が
な
い
と
し
て
も
北
方
説
を
支
持
す
る
入
は
殆
ん

ど
な
い
と
云
っ
て
も
過
冒
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
然
し
最
近
H
・
・
囲
、
錠
。
凱
は
更
に
自
［
己
の
主
張
を
確

実
に
す
る
為
に
り
p
S
旨
げ
p
拶
ゆ
σ
q
。
凱
三
－
O
色
屋
樹

勢
①
一
Ω
呂
σ
Q
o
ユ
ρ
鵠
。
三
戸
器
8
（
劉
一
一
p
9
〈
一
潔
2
臼
一
一
、

H
3
ご
O
O
O
昌
齢
「
巳
O
二
巴
い
o
O
o
一
〇
　
＜
＝
p
ρ
6
一
審
　
偶
貫

く
纂
ざ
p
浮
ド
⑩
ミ
を
発
表
し
た
）

　
第
二
の
b
o
詳
景
伽
”
麟
巳
ざ
p
導
p
湊
。
に
発
す
る

土
三
皇
は
目
δ
ヨ
び
ゑ
ρ
9
ご
費
、
o
帥
P
寓
・
囲
、
巳
一
〇
・

｛
諏
9
の
如
き
聖
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
が

こ
れ
ら
の
立
場
の
人
々
は
一
八
八
五
年
エ
ー
ゲ
海
の

目
・
窪
き
。
㏄
島
に
、
前
七
世
紀
か
甚
六
世
紀
の
諸
豪

諜
乙
。
の
征
服
以
前
の
地
中
海
方
書
で
エ
ト
ル
ス
キ

語
と
極
め
て
近
似
な
性
絡
を
も
つ
碑
文
が
聡
見
さ
れ

て
以
来
こ
の
学
説
を
苦
境
に
陥
ら
し
め
た
。
然
る
に

こ
の
良
著
説
は
エ
ト
ル
ス
キ
入
を
も
つ
て
ぎ
畠
。
，

o
霞
。
で
魯
諺
の
イ
タ
リ
ア
移
動
以
前
金
石
併
用
期
以

来
既
に
イ
タ
リ
ア
に
里
住
せ
る
地
業
海
上
種
の
残
存

者
と
見
倣
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
考
古
学
的
立

場
に
お
い
て
は
幾
何
学
的
な
。
三
『
・
識
。
揖
く
一
二
？

ぎ
く
ぎ
白
。
に
つ
い
で
《
埋
葬
》
或
は
薪
し
い
建
築

様
式
が
現
わ
れ
、
又
寅
方
か
ら
の
輸
入
品
や
そ
の
模

倣
品
及
び
エ
ー
ゲ
海
的
な
武
器
が
撮
現
し
た
こ
と
は

特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
金
石
併
罵
期
以
来
そ
れ

程
顕
著
な
文
化
的
活
動
を
営
蜜
な
か
っ
た
所
謂
エ
ト

ル
ス
キ
入
が
。
ぞ
襲
鈴
藏
。
昌
≦
一
ぢ
昌
。
＜
一
畳
鐸
。
の
後

に
突
然
あ
の
様
な
輝
か
し
い
文
明
を
ど
う
し
て
開
花

せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
然
る
に
疑
曾
o
q
o
3
以
来
第
三
の
｛
果
方
説
は
、
古

典
的
伝
説
と
言
語
学
的
研
究
或
ゆ
孤
考
古
学
的
研
究
の

成
果
が
殆
ん
ど
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
爾
こ
の

学
説
を
麦
持
す
る
論
拠
と
し
て
ア
ジ
ア
の
あ
る
地
方

に
お
け
る
如
く
婦
人
の
地
位
の
高
き
事
、
ク
レ
ト
ー

ミ
ュ
ケ
ナ
イ
的
な
《
熱
す
伽
①
》
の
祭
祀
、
　
域
は
東
方

的
な
神
意
探
求
法
は
す
べ
て
エ
ト
ル
ス
キ
入
の
東
方

よ
り
の
移
働
を
示
す
（
H
）
乱
ざ
算
言
〔
ご
Ω
’
、
≡
鶏
葵
話

ゆ
茸
房
莞
ρ
ワ
①
O
頓
2
。
と
比
較
さ
れ
た
し
．
、
）

　
以
上
が
エ
ト
ル
ス
キ
起
源
論
の
分
類
と
論
者

ズ
超
話
書
鼻
国
8
7
の
立
場
の
説
明
で
あ
る
。
勿
論

ア
ジ
ア
か
ら
の
移
動
者
は
極
め
て
少
数
で
は
あ
っ
た

。
が
、
そ
れ
に
も
狗
ら
ず
・
エ
ト
ル
リ
ア
の
麦
配
者
階
段

を
構
成
し
土
群
民
は
被
征
服
者
と
し
て
彼
等
の
支
配

下
に
あ
っ
た
。
彼
等
エ
ト
ル
ス
キ
人
は
同
時
に
輝
か

し
い
東
方
の
文
明
を
イ
ダ
リ
ア
に
も
た
ら
し
、
ロ
ー

一
〇
五

（205）



書
評
と
紹
介

マ
が
全
イ
タ
リ
ア
を
羅
服
す
る
以
前
に
少
く
之
も
イ

タ
リ
ア
の
坐
－
分
を
文
化
的
に
続
一
し
質
ー
マ
の
発
一
構

の
基
礎
を
聾
．
親
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
エ
ト
ル
ス
キ
語
で
あ
る
が
、
こ
の
研
究
分
野

は
非
常
に
多
く
の
努
力
に
も
拘
ら
ず
そ
の
成
果
は
極

め
て
微
々
た
る
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
研
究
者
を
し

て
失
望
落
膿
せ
し
め
ろ
一
つ
の
神
秘
で
あ
る
．
、
現
在

利
回
し
得
る
資
料
は
極
め
て
少
く
最
も
畏
文
の
も
の

は
N
p
σ
q
「
o
こ
の
毒
物
館
に
あ
る
、
ギ
リ
シ
ア
…
買
ー
マ

時
代
に
外
す
る
エ
ジ
プ
ト
の
木
乃
極
を
包
ん
だ
麻
製

の
紐
で
あ
る
が
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
単
語
は
全
部

で
一
五
〇
〇
語
、
そ
の
内
全
く
異
っ
た
も
の
は
陛
か

に
五
〇
〇
語
程
度
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
爾
こ
の
外
に
若
干
資
料
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
そ

れ
ら
全
体
を
集
め
て
も
殆
ん
ど
一
〇
〇
〇
語
程
度
で

あ
る
。
し
か
も
祈
濤
や
灘
式
に
関
す
る
も
の
が
多
い

の
で
あ
る
。
又
ラ
テ
ン
藷
や
ギ
リ
シ
ャ
語
の
文
献
の

中
に
エ
ト
ル
ス
キ
語
の
解
説
し
た
も
の
も
存
在
す
る

が
そ
の
数
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て

一、

齟
F
巳
（
冨
一
、
（
）
艮
一
。
の
如
き
《
。
ま
》
が
現
れ
ざ
る

環
状
に
お
い
て
は
エ
ト
ル
ス
キ
語
の
解
読
は
叢
、
．
困

難
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
様
に
エ
ト
ル
ス
キ
語

の
解
読
は
樋
め
て
函
渠
な
状
態
に
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
そ
の
文
字
の
解
読
は
容
易
で
、
エ
ト
ル
ス
キ
文

字
は
ギ
リ
シ
ア
灘
開
が
東
回
幽
の
方
言
に
分
潮
裂
す
る
以
凶
剛

の
ギ
リ
シ
ア
人
か
ら
借
り
た
と
云
些
事
に
間
し
て
は

大
体
意
晃
が
一
致
し
て
い
る
様
で
あ
る
。
叉
一
方
面

ト
ル
ス
キ
語
の
解
読
の
為
に
二
つ
の
方
法
が
採
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
一
つ
盛
，
簡
エ
ト
ル
ス
キ
語
と
多
少
と
も

近
親
性
の
・
あ
る
言
語
を
比
効
．
研
究
す
る
方
法
で
、
こ

の
比
較
が
全
く
仮
定
の
上
に
立
っ
て
い
る
故
に
そ
の

結
論
は
極
め
て
危
険
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
他
の
一
つ
ゆ
、
い
℃
巳
｛
比
銘
琴
の
表
現
を
か

れ
ば
ぎ
彰
〇
急
ぎ
（
ざ
《
恥
O
O
O
影
立
浮
P
謬
O
ゆ
》
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
、
エ
ト
ル
ス
キ
碑
文
の
畑
胴
互
の
分
析
比

較
或
い
は
名
詞
の
意
昧
、
音
樋
、
機
能
を
明
ら
か
に

す
る
事
に
依
っ
て
エ
ト
ル
ス
キ
語
自
身
で
エ
ト
ル
ス

キ
語
を
心
意
し
て
行
こ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ

の
方
法
．
ゆ
、
沖
極
め
て
地
昧
で
は
あ
る
が
そ
の
結
論
紘
確

実
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
し
て
今
日
達
し
た
結
果
に
依
れ
ば
エ
ト

ル
ス
キ
語
の
巾
・
に
一
粟
冒
碕
零
一
、
姑
ぎ
幽
。
・
o
葺
。
需
。
罎
δ

2
葺
か
（
葺
。
護
§
σ
。
類
コ
。
を
偲
め
る
事
が
出
来
る
故

に
ア
ナ
ト
リ
ア
擁
〕
方
の
方
言
の
研
究
の
成
果
に
期
待
一

す
る
こ
と
極
め
て
大
き
い
の
で
あ
る
．
、

　
こ
の
様
に
し
て
エ
ト
ル
ス
キ
人
の
起
源
、
或
い
は

一
〇
六

部
ト
ル
ス
キ
語
の
解
読
の
領
域
に
於
て
決
定
的
な
結

論
を
得
る
事
が
琳
固
来
な
い
と
す
れ
ば
エ
ト
ル
ス
キ
学

の
価
値
に
対
し
て
疑
問
を
抱
く
入
々
が
硯
わ
れ
る
の

も
当
然
で
あ
ろ
弓
。
し
か
し
エ
ト
ル
ス
キ
学
の
領
域

は
単
に
こ
れ
ら
二
つ
の
部
門
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
な
る
糧
こ
れ
ら
二
つ
の
部
門
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
事
に
依
っ
て
エ
ト
ル
ス
キ
文
．
悼
め
全
．
硯
が
明

ら
か
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
そ
れ
ら
．
の
聞
題
が
充

分
に
解
決
さ
れ
る
事
な
く
と
も
エ
ト
ル
ス
キ
入
の
歴

兜
、
宗
教
、
芸
術
を
考
古
学
納
研
究
或
は
ギ
リ
シ
ア

や
ラ
テ
ン
の
歴
史
家
或
は
文
学
者
に
依
っ
て
知
る
事

が
出
来
る
の
で
あ
る
。
今
エ
ト
ル
ス
キ
入
の
ロ
ー
マ

史
の
発
展
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
示
め
そ
5
。
ロ
ー
マ

は
前
七
世
紀
か
ら
前
書
世
紀
の
申
頃
蓬
に
エ
ト
ル
ス

キ
入
の
強
力
な
影
響
に
よ
っ
て
前
五
五
〇
年
頃
に
本

当
の
エ
ト
ル
ス
キ
の
都
市
と
な
り
、
前
四
八
○
年
頃

蓬
そ
の
状
態
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ロ
ー
マ

王
政
の
全
体
を
支
縛
す
る
事
は
揖
来
な
い
け
れ
ど
も

擁
p
お
三
二
の
伝
説
は
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
又
他

の
エ
ト
ル
ス
キ
の
都
市
の
如
く
に
城
縫
に
囲
ま
れ
た

事
が
窮
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
歓
に
ロ
ー
マ
の
都
市

は
最
初
か
ら
ロ
ー
マ
人
の
睾
導
の
下
に
建
設
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
エ
ト
ル
ス
キ
入
と
云
う
征
服
者
の
手
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に
依
っ
て
建
設
せ
ら
れ
た
と
云
う
事
が
測
地
で
は
エ

ト
ル
ス
キ
学
上
の
常
識
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ

る
．
。
叉
宗
教
史
に
於
い
て
も
エ
ト
ル
ス
キ
的
な
デ
ー

モ
ン
の
世
界
支
配
の
思
想
が
前
一
世
紀
に
H
ヒ
。
㌫
o
σ

が
回
）
。
カ
。
「
潜
蟄
2
翼
嚢
p
を
署
わ
す
迄
ロ
ー
マ
人
の

宗
教
意
識
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
事
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
芸
術
の
面
に
於
い

て
も
今
迄
エ
ト
ル
ス
キ
芸
術
の
最
後
の
製
作
は
前
一

琶
紀
に
概
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
多
く
の
あ
る
も
の

が
8
β
器
§
曇
舞
費
写
・
碁
。
蓬
降
る
こ
と
が
証

萌
．
さ
れ
た
。
　
（
宏
」
〃
薦
昌
p
二
三
同
語
㊧
ご
p
二
窪
≡
護

葺
乙
鑑
暮
ぎ
。
畠
。
「
。
・
℃
鐸
簿
『
環
＝
鴇
ゴ
。
踏
　
囲
瓢
諺
r

｝
と
三
差
。
ず
鳥
。
い
（
ぽ
三
も
・
o
プ
。
匿
鍵
0
7
H
奮
起
嘗
陣
笛
り

O
G
Q
～
Φ
偶
p
算
ド
O
幽
Q
O
－
6
腸
P
o
o
一
町
c
o
ω
餅
b
σ
ω
刈
）

　
か
く
し
て
エ
ト
ル
ス
キ
芸
術
の
影
響
は
ロ
ー
マ
に

よ
う
征
服
及
び
政
治
的
統
一
の
後
」
に
も
爾
イ
タ
リ
ア

の
地
に
存
続
し
た
こ
と
に
対
し
我
々
は
改
め
て
ニ
ト

ル
ズ
キ
交
明
の
強
大
性
に
就
い
て
深
き
反
省
を
な
す

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
が
塞
論
文
の
大
体
の
内
容
紹
介
で
あ
る
が
景

後
に
私
の
読
後
感
を
述
べ
さ
せ
て
戴
く
な
ら
ば
こ

れ
は
確
か
に
エ
ト
ル
ス
キ
学
の
現
況
を
知
る
に
は
極

め
て
要
を
得
た
論
文
で
あ
る
。
し
か
し
胃
鍵
彰
≡
島

轡
評
と
紹
介

主
○
。
プ
が
仏
暫
し
た
H
、
巳
ざ
陣
二
昌
。
の
著
書
に
は

】W

黶
i
）
。
プ
が
支
持
す
る
東
方
説
を
遂
次
批
判
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
小
論
文
を
も
っ
て
し
て
は
致
凝
不

可
能
で
あ
ろ
5
が
池
三
身
の
同
、
島
一
三
二
降
っ
の
批
判

を
知
ら
ん
と
欲
す
る
の
は
私
一
人
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
H
、
巳
一
。
融
け
貯
○
的
な
土
総
説
に
ご
ご
一
。
。
ご
的
東
方
説

が
鍛
も
対
立
酌
な
見
解
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
今
後

の
エ
ト
ル
ス
キ
笥
篭
の
鍵
の
一
つ
ゆ
．
ゆ
鼠
く
≡
い
纂
坤
Q
ロ

ノ、

皷
陂
m
○
≦
o
皐
δ
　
か
ら
。
ナ
、
汐
顕
養
江
。
質
簿
「
窮
喰
δ

へ
の
転
換
を
℃
p
ご
鼠
陣
ぎ
っ
の
如
く
に
内
部
的
た
連

続
的
聚
展
と
昆
る
か
或
は
羅
O
o
プ
の
如
く
に
外
的

変
革
と
見
る
か
に
依
っ
て
エ
ト
ル
ス
キ
人
の
紀
藩
論

が
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
爾
一
応
．
お
詑
び
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
は
こ
の
紹
介
は
時
間
的
に
余

裕
が
な
く
非
常
な
蒼
樫
の
弓
ち
に
鐵
来
上
っ
た
も
の

な
る
故
に
大
き
な
誤
読
或
は
麟
解
を
犯
し
て
い
は
せ

ぬ
か
と
恐
九
る
の
で
あ
る
読
者
諸
氏
の
抵
判
を
期
待

す
る
次
第
で
あ
ろ
。
　
　
　
－
滞
、
香
　
正
1
－
…

小
林
行
雄
著

　
日
本
考
古
学
概
説

蒲
本
考
古
学
は
近
年
癒
し
い
進
歩
を
遂
げ
て
来

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
成
果
が
、
必
ず
し
も
一

般
に
よ
く
知
ら
．
れ
、
利
　
舶
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。
そ
の
原
顕
の
一
つ
と
し
て
は
、
戦
争
中
か
ら
戦

紳傑

ﾉ
亙
る
困
難
・
次
事
情
の
た
め
に
、
掌
術
的
に
重
要

な
発
．
掘
が
行
わ
れ
て
も
、
そ
の
報
告
書
の
出
版
は
遅

れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
と
と

も
に
、
著
し
く
拡
大
さ
れ
た
知
識
を
、
適
確
に
ま
と

め
上
げ
た
概
説
嚇
貨
が
殆
ど
現
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と

も
、
先
づ
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
．
ろ
う
、
．
こ
の

後
者
の
要
望
に
答
え
寝
る
も
の
と
し
て
、
本
婁
の
持

つ
煮
出
は
大
き
く
評
価
さ
汽
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
注
意
さ
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
の
は
、
そ
の
「
隊
し

が
き
」
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
弓
に
、
愚
物
の
記

述
に
ヵ
を
用
い
て
い
た
過
表
の
概
説
書
と
は
異
っ
た

行
き
方
の
採
用
で
あ
ろ
。
即
ち
「
遼
物
研
究
の
単
聞

か
ら
入
類
’
の
過
去
を
研
究
ナ
ス
．
学
問
へ
の
方
向
に
、

よ
り
近
づ
け
よ
5
」
と
す
る
企
て
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
広
嚢
の
歴
為
書
の
一
管
野
と
し
て
考
古
学
を
　
買
識

す
る
場
合
、
当
然
の
方
向
と
言
わ
ね
ば
飛
ら
ぬ
。

　
か
か
る
方
向
の
下
に
、
羅
文
式
・
彌
生
式
・
古
墳

の
三
時
代
の
概
説
が
進
め
ら
九
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
記
述
に
当
っ
て
ぽ
、
　
［
序
章
に
お
い
／
．
各
鱒
代

の
総
説
を
一
二
者
の
対
比
の
う
ち
に
進
め
、
落
居
・
生

へ
〇
七
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