
轡

評

た
わ
け
で
あ
る
が
、
等
し
く
文
化
変
化
の
研
究
を
際

し
乍
ら
先
の
立
場
と
の
蓬
庭
は
掩
い
難
い
も
の
が

あ
る
。
○
讐
霞
⇔
が
専
ら
文
化
変
化
の
契
機
の
究
明

に
当
り
、
勢
い
機
械
的
分
析
に
終
止
し
勝
ち
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
寓
旦
営
。
≦
u
・
ζ
は
変
化
の
プ
獄
セ
ス

の
法
則
を
求
め
て
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
身
を
投
じ
た
。

そ
し
て
之
は
所
詮
「
黒
化
は
何
故
変
化
す
る
か
」
と

「
女
化
は
ど
の
よ
》
り
に
変
化
し
て
ゆ
く
か
」
と
言
う
問

題
意
識
の
相
違
に
帰
着
す
る
。
前
者
が
現
代
交
開
の

二
大
さ
に
対
す
る
省
察
に
連
が
る
と
す
れ
ば
、
後
者

は
奇
妙
な
変
化
を
経
過
し
つ
つ
あ
る
植
民
地
原
住
民

文
化
と
そ
の
統
治
策
と
に
関
連
す
る
。
竃
p
嵩
雷
。
屯
。
。
鐵

は
自
ら
の
此
の
立
場
を
良
く
意
識
し
、
交
響
変
化
の

研
究
に
従
事
す
る
人
類
学
者
は
、
植
民
地
統
治
の
実

際
問
題
に
触
れ
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
と
述
べ
て
い

囁
る
（
℃
・
⑦
）
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
言
う
の
も
、
今
潟
欧

米
文
化
に
「
汚
れ
ざ
る
」
孤
立
し
た
未
開
文
化
と
言
5

も
の
は
存
在
せ
ず
、
存
在
す
る
の
は
援
触
し
変
化
の

覆
に
あ
・
交
化
だ
け
だ
か
ら
で
あ
・
（
瓢
～
．
。
∀

　
然
し
先
に
述
べ
た
如
く
、
ン
塞
ぎ
。
壽
ζ
の
求
め

る
処
が
結
局
文
化
変
化
の
普
遍
的
な
法
則
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
植
罠
地
原
住

罠
に
限
ら
れ
る
わ
け
は
な
い
。
そ
れ
は
櫃
民
地
で
の

研
究
が
、
局
外
に
立
っ
て
観
察
し
易
く
、
且
つ
問
題

が
よ
り
単
純
で
分
析
し
易
い
と
雷
う
便
宜
的
理
由
に

基
く
も
の
だ
と
言
ろ
（
マ
じ
。
然
り
と
す
れ
ば
、

当
面
の
問
題
意
識
と
フ
ィ
ー
ル
ド
の
癩
違
に
も
拘
ら

ず
、
交
化
変
化
の
法
則
を
求
め
る
限
り
に
お
い
て

O
G
q
げ
篇
旨
と
㌶
巳
ぎ
。
箋
・
・
露
と
の
蓬
庭
は
必
し
も
絶

対
的
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
ら
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
石
川
栄
士
〒
－

最
近
の
日
本
考
古
学
の

発
掘
報
告
書
・

　
こ
こ
で
は
、
大
体
こ
の
一
年
間
に
聚
表
さ
れ
た
報

告
書
に
つ
い
て
、
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
数
点
取

り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
一

括
し
て
論
じ
た
方
が
、
そ
の
特
色
を
掘
憂
し
易
い
こ

と
も
あ
ろ
5
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
敗
戦
以
来
、
考
古
学
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
に

従
っ
て
、
発
掘
事
業
は
誠
に
多
い
。
し
か
し
な
が
ら

そ
れ
に
必
然
的
に
伴
う
べ
き
報
告
護
の
出
版
は
誠
に

少
い
。
そ
の
意
昧
に
於
て
、
こ
れ
ら
の
報
告
書
の
意

義
は
第
一
に
出
版
そ
の
も
の
に
あ
る
。
　
附
田
も
早
く

か
か
る
傾
向
の
是
正
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次

に
、
「
吉
胡
し
は
別
と
し
て
、
他
の
報
告
書
が
す
べ

九
八

て
学
会
に
関
係
す
る
こ
と
は
一
応
注
目
し
て
よ
か
ろ

5
。
こ
れ
は
、
正
常
な
道
が
学
会
の
推
進
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
居
る
こ
と
を
添
唆
す
る
。

　
従
来
、
聴
に
古
墳
関
係
に
於
て
は
、
偶
然
の
機
会

か
ら
す
る
発
掘
が
多
か
っ
た
。
各
種
土
木
事
業
に
よ

る
破
壊
に
先
立
ち
、
充
分
の
学
術
調
査
の
行
わ
れ
る

こ
と
は
、
極
め
て
有
意
義
で
あ
り
、
今
後
も
力
を
尽

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
と
絶
景
に
当
無
の
問
題
点
を
解
明
せ
ん
が
た
め

の
、
繰
る
躍
的
を
持
つ
た
計
画
的
発
掘
の
必
要
は
大

き
い
。
そ
の
傾
向
が
以
下
に
紹
介
す
る
報
告
書
に
認

め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に

も
意
義
を
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
松
本
信
廣
・
藤
田
亮
策
・
清
水
潤
三
．
江
坂
輝
弥

加
茂
遺
蹟
一
千
葉
県
加
茂
独
木
舟
出
土
遺
蹟
の
研

究
i
一
－
（
三
田
史
学
会
、
考
古
学
・
民
族
学
叢
卦
算

一
冊
）

　
本
書
は
慶
応
大
学
考
古
学
研
究
室
の
事
業
と
し
て

行
わ
れ
た
千
葉
県
安
房
郡
豊
田
村
加
茂
遺
蹟
の
調
査

報
告
で
あ
る
。
遺
蹟
の
地
誌
学
的
記
述
や
、
発
掘
の

経
過
な
ど
の
遺
蹟
に
関
す
る
諸
項
と
、
木
製
遣
物
の

記
述
を
清
水
氏
が
、
土
器
と
石
器
を
江
坂
氏
が
分
担

（　409　）



し
、
松
本
博
士
の
執
筆
に
か
か
る
上
代
独
木
舟
の
研

究
と
題
す
る
一
章
と
、
藤
田
教
授
の
緒
一
言
を
あ
わ
せ

て
本
篇
と
し
て
い
る
。
他
に
塊
学
、
童
心
物
学
等
の

自
然
科
学
部
門
に
属
す
る
専
門
掌
者
の
本
遺
蹟
に
関

す
る
所
説
が
七
項
に
わ
た
っ
て
附
載
さ
れ
て
い
る
．
．

　
加
茂
遺
蹟
か
ら
は
縄
文
式
土
器
の
前
期
か
ら
申
期

に
わ
た
る
諸
型
式
が
発
見
さ
れ
て
い
る
．
、
し
た
が
っ

て
本
幕
に
も
ま
た
本
文
と
図
版
と
の
相
当
の
部
分
を

そ
れ
ら
の
土
器
の
記
述
に
あ
て
て
い
る
。
し
か
し
、

本
書
は
単
な
る
縄
文
式
土
器
繊
土
奇
蹟
の
報
告
で
は

な
い
。
松
本
縛
士
の
丸
木
舟
研
究
と
の
関
聯
に
お
い

て
、
か
つ
て
丸
木
舟
の
発
見
を
見
た
本
遺
蹟
の
調
査

が
計
画
せ
ら
れ
、
幸
に
も
新
に
丸
木
舟
の
一
例
を
発

掘
し
え
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
報
露
塵
の
も
つ
独
往
の

価
値
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
か
も
そ
の
丸
木

舟
は
、
確
築
に
諸
磯
式
土
器
を
伴
出
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
纒
文
文
化
前
期
の
遺
物
で
あ
る
こ
と
が
立
証

せ
ら
れ
、
わ
が
国
に
お
け
る
最
古
の
舟
の
遺
鼎
で
あ

る
こ
と
が
立
証
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
．
．
森
瓢
に
お

け
る
松
本
鰺
…
士
執
筆
の
一
章
は
、
日
本
各
塊
出
土
の

丸
木
舟
の
資
料
を
学
史
的
に
通
覧
し
、
羅
丈
交
化
前

期
に
録
す
る
塞
遺
解
発
尾
の
鰯
嫁
掛
系
統
の
長
方
形

餐
舟
ど
、
八
三
市
場
遺
睡
そ
の
他
の
縄
交
交
化
後
期

欝

評

に
出
す
る
鰹
節
型
劇
舟
と
の
確
認
を
通
じ
て
、
弥
生

式
文
化
に
お
け
る
外
海
遺
構
造
船
の
出
現
の
背
後

に
、
こ
れ
ら
の
二
種
の
舟
型
の
併
存
を
推
察
す
る
な

ど
、
傾
聴
す
べ
き
所
説
に
富
ん
で
い
る
。

　
加
茂
遺
蹟
に
お
い
て
独
木
舟
が
発
見
さ
れ
た
泥
炭

層
は
、
水
子
期
・
矢
上
期
か
ら
四
枚
学
期
に
わ
た
る

諸
磯
式
を
出
土
し
、
厚
さ
八
○
糎
あ
る
。
そ
の
上
に

厚
さ
三
〇
糎
の
灰
色
粘
土
層
が
あ
り
、
同
様
な
土
器

を
含
む
が
、
そ
の
上
の
コ
0
1
一
ご
心
底
の
青
粘
土

層
に
は
遺
物
が
な
く
、
さ
ら
に
上
部
の
一
〇
糎
の
白

色
粘
土
層
と
、
そ
の
上
の
一
五
〇
糎
の
黒
褐
色
土

層
か
ら
は
、
四
枚
畑
中
お
よ
び
中
期
の
五
領
ケ
台

式
、
阿
玉
台
式
（
土
層
上
半
部
に
多
い
）
な
ど
の
諸

型
式
の
土
器
が
発
掘
さ
れ
た
と
い
》
つ
。
し
か
し
て
多

田
交
男
氏
に
よ
れ
ば
、
青
粘
土
層
は
水
が
潔
い
時
期

の
も
の
で
あ
り
、
泥
炭
層
は
入
江
の
水
が
浅
く
、
葦

が
生
長
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
．
．
慶
た
泥
炭
の
上

部
が
灰
色
泥
土
化
し
て
い
る
の
は
、
永
が
い
よ
い
よ

浅
く
な
っ
て
表
面
か
ら
の
酸
化
に
よ
り
、
泥
炭
が
分

解
さ
れ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
、
上
部
の
黒
褐
色
土
層

は
、
潟
が
陸
化
し
て
周
辺
か
ら
土
が
下
積
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
5
．
つ
ま
り
、
前
期
に
丸
木
舟
の
使
馬

さ
れ
た
水
面
は
、
　
一
時
上
昇
し
、
そ
の
後
下
降
し
て

申
期
に
は
急
速
な
土
の
畑
島
を
見
る
に
い
た
っ
た
こ

と
に
な
る
．
、
房
州
東
海
痒
か
ら
わ
ず
か
二
。
五
粁
の

地
点
に
位
置
す
る
本
遺
蹟
に
お
い
て
、
縄
文
文
化
当

時
の
水
面
が
現
在
標
高
一
一
五
米
の
高
度
に
隆
起
し
て

い
る
事
実
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
考
古
学
上

の
み
で
な
く
、
地
掌
上
に
も
重
要
な
発
見
で
あ
っ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
考
古
学
の
報
告

書
と
し
て
は
、
重
要
な
遺
物
の
実
測
図
に
縮
尺
の
不

明
ま
た
は
不
確
実
な
も
の
が
冒
立
ち
、
報
告
態
度
が

筆
者
に
よ
っ
て
異
り
す
ぎ
る
な
ど
、
行
き
届
い
た
編

輯
綾
術
が
十
分
に
駆
使
さ
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ

る
。
本
書
の
み
の
問
題
で
は
な
い
が
最
近
上
行
の
共

同
執
筆
に
よ
る
報
告
書
作
成
法
に
対
し
て
、
反
省
が

加
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
5
．
、
（
昭
和
二
七
年

三
月
、
尺
一
田
史
巌
ず
会
刊
、
B
5
版
、
本
属
一
三
八
頁
、

英
丈
概
要
一
四
頁
、
図
版
二
一
、
定
価
一
、
○
○
○

円
）文

化
財
保
護
委
員
会

吉
胡
貝
塚
（
埋
籏
文
化
財
発
掘
溺
離
職
告
第
一
）

　
本
書
は
薪
た
に
発
足
し
た
文
化
財
保
護
委
員
会
が

主
体
と
な
っ
て
愛
知
県
教
育
委
員
会
が
こ
れ
に
協
力

し
、
昭
塾
一
六
年
三
・
四
月
に
発
掘
し
た
愛
知
県
渥

九
九

（41e）



詳

築
郡
論
旨
町
の
吉
胡
貝
塚
の
調
査
報
告
で
あ
る
。

　
関
係
掌
界
の
膚
力
な
掌
者
の
協
同
調
査
で
あ
り
、

斎
藤
忠
・
大
村
敏
雄
・
澄
田
正
一
・
久
永
春
男
・
山

内
漕
男
・
中
出
英
司
・
長
谷
部
言
人
・
八
幡
一
郎
・

後
藤
守
一
の
諸
氏
の
分
担
執
筆
に
よ
っ
て
い
る
。

　
本
貝
塚
は
日
本
で
最
多
数
の
人
骨
（
三
〇
七
体
）

を
出
土
し
た
貝
塚
で
あ
り
、
主
と
し
て
本
遺
蹟
と
津

雲
貝
塚
出
土
の
資
料
等
に
よ
っ
て
、
清
野
博
士
の
日

本
人
種
板
の
基
礎
は
構
成
さ
れ
て
居
る
。
こ
れ
を
新

た
な
資
料
に
よ
り
再
検
討
す
る
こ
と
が
一
つ
の
発
掘

目
的
で
あ
っ
た
。

　
清
野
簿
士
の
発
掘
は
大
正
一
一
・
一
二
年
で
あ

る
。
そ
の
後
の
羅
文
式
土
器
研
究
の
発
達
は
、
よ
り

詳
細
な
土
器
の
観
察
か
ら
す
る
時
期
の
設
定
を
要
求

す
る
。
本
遺
蹟
も
溝
上
博
士
の
考
え
ら
れ
た
如
き
一

時
期
の
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
時
期
に
よ
っ
て
埋

離
法
に
変
化
が
あ
る
か
ど
5
か
を
確
め
る
た
め
に

は
、
新
た
な
発
掘
が
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
マ
（
、
吉
胡
は
申
部
地
方
有
数
の
大
貝
塚
で
あ
る
の

で
、
関
東
と
関
西
を
継
ぐ
こ
の
地
域
の
総
当
選
の
後

晩
期
の
究
明
に
も
大
き
な
関
心
が
払
わ
れ
た
。

　
炎
掘
の
結
果
、
縄
文
式
の
後
期
よ
り
晩
期
を
へ

て
、
弥
生
式
初
期
（
一
部
の
人
ぽ
こ
れ
を
縄
文
式
と

言
い
、
又
水
神
平
坦
と
も
呼
ぶ
）
に
至
る
六
期
の
変

化
の
詳
細
が
明
確
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
埋
葬
に
つ
い
て
は
清
野
博
士
の
発
掘
人
骨
に
吊
聾
す

る
知
見
を
補
足
す
る
事
実
が
多
数
聚
見
せ
ら
れ
た
。

即
ち
二
五
体
の
人
骨
中
三
体
の
伸
展
葬
を
除
き
、
す

べ
て
劇
職
で
あ
る
が
、
伸
展
葬
は
す
べ
て
時
期
的
に

款
し
く
、
羅
文
式
後
晩
期
の
大
半
の
も
の
は
屈
葬
で

あ
る
．
、
そ
し
て
、
入
骨
の
方
位
は
後
期
で
は
ま
ち
ま

ち
で
あ
る
が
、
晩
期
に
は
頭
を
東
に
す
る
風
習
が
行

わ
れ
て
い
る
。
他
に
甕
棺
葬
が
七
例
発
見
さ
れ
、
羅

交
式
の
も
の
は
乳
幼
児
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

弥
生
式
の
二
例
で
は
威
人
骨
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

等
で
あ
る
。

　
犬
の
埋
葬
例
も
多
数
発
見
さ
れ
、
先
史
時
代
の
家

犬
の
問
題
、
日
本
犬
の
系
統
の
聞
虎
巻
に
浸
し
貢
献

す
る
所
が
大
き
い
。

　
以
上
の
如
く
種
々
の
新
し
い
事
実
が
確
認
さ
れ
、

そ
の
成
果
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
又
、
大
体

そ
の
年
度
中
に
発
掘
報
告
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
理
想
的
と
言
5
に
近
く
、
国
営
第
一
号
の
名
に

恥
じ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
分
担
執
筆
で
あ
る
た

め
に
統
一
を
敏
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
特
に
土
器
の
編

年
的
取
扱
い
が
区
々
に
な
っ
た
点
が
目
立
っ
て
い

一
〇
〇

る
。
こ
の
点
は
山
　
華
氏
の
記
載
を
基
準
と
す
べ
き
も

の
で
あ
る
が
、
特
に
こ
の
部
分
に
重
大
な
、
ミ
ス
プ
リ

ン
ト
が
多
い
の
は
大
変
惜
し
ま
れ
る
。
「
加
茂
」
の

条
で
も
述
べ
た
如
く
、
共
同
執
筆
の
不
統
一
は
現
在

の
共
同
研
究
の
在
り
方
に
関
す
る
欠
陥
を
示
す
も
の

で
は
な
か
ろ
5
か
。
重
ね
て
こ
の
点
に
対
す
る
反
省

の
要
を
強
調
し
た
い
。
（
昭
和
二
七
年
六
月
、
文
化
財

保
護
委
員
会
刊
、
H
5
版
、
本
文
一
九
二
頁
、
英
文

概
要
十
三
頁
、
図
版
五
一
、
定
価
一
、
O
O
O
円
）

日
本
考
古
学
協
会
編
小
林
行
雄
著

福
岡
県
糸
昆
郡
＝
賞
二
村
餅
子
塚
沼
蝦
の
研
究

　
福
岡
県
糸
島
郡
の
古
代
史
の
う
ち
で
、
　
一
…
笹
紀
前

後
の
弥
生
式
時
代
か
ら
五
世
紀
二
葉
に
至
る
聞
は
、

同
地
が
『
魏
志
倭
人
伝
』
の
「
極
富
国
」
の
地
と
し

て
、
日
太
「
齋
代
史
上
に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
る
時
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
考
古
学
的
に

は
こ
れ
ま
で
全
く
室
白
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
。
日

本
考
古
学
協
会
古
墳
調
査
特
別
委
員
会
が
同
地
の
前

方
後
円
墳
の
一
つ
で
あ
る
一
貴
山
村
銚
子
塚
の
発
掘

調
査
を
昭
和
二
四
年
度
の
事
業
に
加
え
た
の
は
、
右

の
実
情
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
特
に
同
地
に
お
け
る

古
墳
調
査
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
た
か
ら
に
罪
な
ら
な
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穏　
太
霧
は
こ
の
発
掘
調
査
の
報
告
書
で
あ
っ
て
調
、

査
を
主
査
し
た
小
林
氏
が
執
筆
し
、
調
査
事
実
を
記

し
た
前
篇
と
そ
れ
に
対
す
る
考
説
を
収
め
た
後
篇
と

か
ら
成
っ
て
い
る
。
調
査
の
主
な
対
象
と
な
っ
た
後

円
部
の
竪
穴
黒
石
窒
は
、
長
さ
の
短
か
い
劇
に
幅
が

広
く
、
内
部
に
組
合
編
木
椿
を
収
め
、
周
囲
に
築
出

し
た
棺
の
底
意
上
に
鏡
・
武
器
等
の
副
葬
品
を
撮

き
、
天
弁
石
の
代
り
に
粘
土
と
小
さ
な
板
石
で
簡
単

な
上
部
被
覆
を
施
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
発
掘
当
時

に
は
木
棺
の
腐
朽
に
伴
5
上
部
被
覆
の
落
下
に
よ

り
、
容
易
に
そ
の
実
態
を
把
握
し
難
い
状
況
に
羅
か

れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
の
際
の
精
密
な

観
察
を
も
と
と
し
て
、
よ
く
そ
の
本
来
の
埋
葬
状
況

を
復
原
し
た
著
者
の
手
腕
は
認
め
ら
れ
て
よ
か
ろ

う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
推
測
の
域
を
出
な

か
っ
た
組
合
式
木
棺
と
竪
穴
式
石
室
と
の
組
合
せ

が
、
事
爽
に
よ
っ
て
確
誌
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
前

期
一
中
期
に
お
け
る
古
墳
の
内
部
構
造
の
究
明
に
資

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
他
石
室
の
築
成
状

況
・
石
室
外
の
遺
物
副
葬
等
こ
れ
ま
で
閑
…
却
さ
れ
勝

で
あ
っ
た
方
顧
に
つ
い
て
も
時
間
一
の
許
ナ
塗
り
周
到

な
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
調
査
捜
術
の
点
で
遺
憾

は
な
い
．
、
出
土
遺
物
に
は
鍍
金
鏡
・
同
額
鏡
を
含
む

彷
製
革
紳
三
燦
々
帯
鏡
・
異
形
下
灘
等
特
徴
あ
る
も

の
が
多
く
、
特
色
あ
る
葬
法
と
共
に
本
古
墳
の
存
在

を
異
色
あ
ら
し
め
て
い
る
．
．

　
し
か
し
な
が
ら
」
盃
目
の
価
値
は
、
そ
の
調
査
・
報

者
抜
術
の
優
秀
さ
と
報
告
さ
れ
た
事
実
の
重
要
さ
を

も
っ
て
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
表
題
か
ら
も
う
か
が

へ
る
通
り
、
著
者
の
意
図
は
し
奪
菅
を
単
な
る
一
遺
蹟

の
報
告
書
か
ら
進
ん
で
研
究
書
た
ら
し
め
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
の
た
め
本
文
の
半
ば
以
上
に
達
す
る
紙
，

面
が
考
課
に
割
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
銚
子

塚
の
年
代
を
四
〇
〇
年
前
後
に
比
定
し
、
更
に
遺
蹟
・

遺
物
の
両
面
か
ら
当
時
糸
島
地
方
が
畿
内
と
密
接
な

関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
、
こ
の
地
の
畿

内
的
な
古
墳
文
化
の
開
花
期
が
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら

れ
て
い
た
年
代
よ
り
も
約
半
世
紀
遡
っ
た
四
〇
〇
年

頃
に
求
め
ら
れ
る
と
の
維
…
論
を
導
き
田
山
し
、
伝
世
鏡

の
存
在
か
ら
そ
れ
以
前
に
も
同
地
に
畿
内
的
な
生
活

が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

の
重
要
な
示
唆
を
も
つ
て
結
ん
で
い
る
。
し
か
も
そ

の
推
論
の
過
程
に
は
、
三
神
三
繁
々
帯
鏡
が
当
時
極

く
少
歓
の
密
造
所
一
…
お
そ
ら
く
畿
内
i
で
作
ら

れ
た
後
、
糸
島
郡
を
含
む
広
い
地
域
に
分
散
流
通
し

て
い
た
こ
と
を
鏡
式
や
同
箔
鏡
の
分
布
の
分
析
に
よ

っ
て
論
証
し
、
ま
た
組
合
式
木
棺
の
存
在
を
再
認
識

し
、
素
環
頭
太
刀
の
年
代
を
考
定
す
る
な
ど
、
広
く
日

本
全
体
に
関
係
し
た
業
績
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
書

で
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
な
ほ
「
巻
鮨
国
」
の
実
態
を
考

古
学
的
に
明
め
る
に
は
ほ
ど
遠
い
が
、
本
書
の
出
版

を
機
と
し
て
更
に
北
九
州
の
考
古
学
的
調
査
が
強
力

に
推
進
さ
れ
る
な
ら
ば
、
や
が
て
日
本
古
代
史
掌
の

上
に
も
戯
し
い
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
昭
和
二
七
年
三
月
、
日
本
考
古
学
協
会
古
墳
謝
査

特
別
委
員
会
刊
、
B
5
版
、
本
匠
六
八
頁
、
英
文
概

衙
ズ
山
ハ
粗
削
、
　
図
版
一
八
、
　
定
職
胴
五
五
〇
田
U
）
。

兵
庫
県
赤
穂
郡
西
野
山
第
三
号
墳

　
　
　
　
（
有
年
考
宵
賄
研
究
報
告
第
一
輯
）

　
こ
れ
は
昭
和
二
六
年
五
月
に
行
わ
れ
た
発
掘
で
、

執
筆
者
は
山
島
田
清
・
福
崎
彰
一
・
上
田
宏
範
の
三
選

で
あ
る
。
発
掘
の
動
機
は
、
一
方
で
は
土
木
工
事
に

よ
る
破
壊
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
叉
、

考
古
館
の
真
の
在
り
方
よ
り
来
る
必
然
性
に
よ
る
．
一

地
方
考
古
館
に
於
て
、
そ
の
地
方
の
遣
物
を
保
存
す

・
る
こ
と
“
、
い
最
も
望
ま
れ
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
更
に
調

査
研
究
を
も
行
う
こ
と
は
理
想
に
近
い
．
、
本
組
の
刊

一
〇
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警
　
　
　
　
　
．
拝

　
　
　
　
　
h
…
響
　
　
　
　
　
戴
洋

行
は
こ
れ
ら
の
意
昧
に
鞭
て
愛
野
．
視
さ
る
べ
き
も
の

を
持
っ
て
い
る
．
”
関
係
瑠
の
努
力
に
冠
し
、
特
に
こ

の
点
で
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
．
．

　
さ
て
、
遺
跡
自
体
は
丘
陵
を
利
用
し
た
小
円
墳

で
、
粘
…
土
窯
を
主
体
と
し
、
外
部
表
飾
に
つ
い
て
は

知
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
自
体
特
殊
な
興
昧
を
そ

そ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
度
経
験

し
た
も
の
で
あ
れ
ば
十
分
身
に
覚
え
の
あ
る
こ
と
で

あ
る
が
、
粗
筆
粘
土
に
よ
る
こ
の
種
の
榔
の
発
掘
ゆ
、
山

誠
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
．
、
そ
れ
を
よ
く
克
服
し
て

構
造
に
対
す
る
適
確
な
判
断
を
得
る
に
至
っ
た
発
掘

そ
の
も
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
叉
、
．
近
時
漸
く

こ
の
種
遺
蹟
の
聚
掘
に
総
て
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た

撲
承
溝
の
構
造
も
亦
よ
く
追
究
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

主
体
部
の
発
掘
及
び
そ
の
論
考
に
於
て
は
、
現
在
の

水
準
で
は
ほ
ぼ
遣
憾
な
き
も
の
と
言
え
よ
・
う
。

　
遺
物
め
点
に
於
て
も
、
短
甲
様
の
軽
羅
製
晶
、
剣

身
形
利
器
の
柄
の
漆
の
発
見
等
、
こ
こ
に
も
細
密
な

発
掘
の
結
果
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
漆
等
の
検
出

は
最
も
注
意
と
根
気
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

か
ら
の
発
掘
は
、
こ
れ
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
な
ら

ば
、
聚
掘
と
破
壌
と
の
併
行
と
い
う
非
難
亀
受
け
ね

ば
な
る
ま
い
。

　
遺
骸
頭
部
附
近
発
見
の
四
神
四
獣
鏡
は
、
有
犠
な

山
城
の
久
津
羽
車
塚
出
土
の
鏡
と
同
簿
で
あ
ろ
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
現
在
、
難
平
古
墳
出
土
の
同
零
細

の
研
究
は
増
々
重
要
性
を
加
え
て
い
る
．
、
こ
の
時
に

当
り
、
学
術
発
掘
品
と
し
て
の
一
例
を
こ
こ
に
加
え

得
た
こ
と
ゆ
、
ゆ
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
要
す
る
に
、
罫
書
は
こ
の
種
の
報
告
害
と
し
て
、

十
分
そ
の
醤
的
を
達
し
て
居
り
、
叉
、
重
ね
て
言
う

が
、
地
方
考
古
館
の
事
業
と
し
て
、
正
し
き
方
向
を

指
向
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
．
．
た
だ
、
遺
蹟
、

遺
物
の
記
述
の
む
つ
か
し
さ
は
十
分
理
解
さ
れ
る

が
、
今
一
息
の
平
易
さ
を
望
み
た
く
、
叉
、
後
論
の

考
察
も
、
も
う
少
し
広
い
見
地
と
、
精
紬
さ
が
望
ま

し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
（
昭
和
二
七
年
十
月
置
有

年
考
古
館
刊
、
B
5
版
、
本
文
四
八
｝
貝
、
英
丈
概
要

三
頁
、
図
版
十
三
）

東
亜
考
吉
学
会
編

晶
刈
匝
岬
　
（
山
果
望
麗
考
十
環
厳
ず
撒
輪
軸
刊
乙
黛
田
部
罪
山
外
冊
）

　
従
来
、
山
止
亜
大
陸
に
そ
の
活
動
の
舞
台
を
求
め
、

種
々
の
業
績
を
残
し
て
来
た
康
距
考
古
学
会
も
、
欺

戦
の
結
果
大
陸
の
調
査
は
不
能
と
な
っ
た
。
、
そ
こ
で

先
づ
藩
目
さ
れ
た
の
が
、
山
本
上
代
に
於
け
る
大
陸

（1）

交
渉
史
上
の
婆
路
に
あ
た
る
毫
岐
・
対
罵
で
あ
る
。

・
鐵
吏
の
変
化
は
こ
れ
ら
の
島
を
西
海
の
孤
島
と
し
て

お
き
忘
れ
し
め
た
。
こ
れ
は
か
え
っ
て
島
の
保
守
性

が
貴
重
な
資
料
を
宝
蔵
す
る
に
役
立
っ
て
．
い
る
。
更

に
こ
の
地
の
要
塞
選
書
か
ら
の
開
放
は
、
調
査
の
絶

好
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
東
亜
考
古
学
会
は
昭
和
ご
三
年
、
京
大
梅
原
教
授
・

を
長
と
す
る
調
査
団
を
対
馬
に
派
遣
し
て
以
来
、
壷

岐
・
対
馬
の
調
査
を
続
行
し
て
い
る
が
、
本
書
は
そ

の
報
皆
の
第
一
冊
で
あ
り
、
水
野
清
一
・
樋
口
隆
康
・

岡
崎
敬
の
三
氏
の
執
筆
に
係
る
。
　
　
　
疇

　
内
容
は
調
査
の
性
格
か
ら
、
対
馬
の
遺
蹟
全
般
に

わ
た
る
が
、
第
一
章
は
シ
タ
ル
遺
蹟
を
申
’
6
と
す
る

羅
文
文
化
、
青
銅
製
晶
を
繊
し
た
こ
と
か
ら
古
［
来
著

名
な
ク
ビ
ル
。
白
岳
の
遣
蹟
、
賀
谷
の
弥
生
式
洞
窟

住
居
鮭
等
の
考
察
。
第
二
章
は
青
銅
器
利
器
に
著
し

く
見
ら
れ
る
本
島
の
特
殊
性
の
間
題
。
第
三
、
四
章

は
古
墳
時
代
、
特
に
積
石
塚
の
考
察
。
第
五
章
は
天

智
天
皇
の
築
い
た
城
山
由
城
駈
の
研
究
詐
等
を
内
容

と
し
、
結
語
に
於
て
、
こ
れ
ら
の
考
古
掌
的
知
見
を

歴
史
の
流
れ
の
巾
に
投
影
せ
し
む
べ
く
、
魏
志
倭
人

伝
・
書
紀
等
の
女
献
を
照
濾
し
な
が
ら
、
対
馬
を
中

心
と
し
た
大
陸
交
渉
宙
【
を
展
開
し
て
い
る
．
、
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本
書
を
通
じ
て
、
特
に
注
国
さ
れ
る
の
は
、
対
馬

が
最
初
か
ら
、
北
九
州
と
同
一
文
化
圏
に
属
し
て
い

る
こ
と
で
、
こ
れ
は
昏
時
代
を
通
じ
て
変
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
南
鮮
の
考
古
学
的
知
見
の
乏

し
い
事
実
か
ら
し
て
、
な
お
速
断
を
ゆ
る
さ
な
い
問

題
で
は
な
か
ろ
ぢ
か
。
次
に
、
特
に
青
鋼
利
器
に
つ

い
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
外
来
文
化

が
一
旦
北
九
州
へ
伝
え
ら
れ
、
臼
本
化
し
た
後
こ
の

農
に
逆
輸
入
さ
れ
て
い
る
事
実
が
確
か
め
ら
れ
た
。

こ
れ
は
文
化
の
伝
播
の
一
つ
の
法
則
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
一
中
心
か
ら
他
の
二
心
に
伝
わ
り
、
そ
の
後

中
心
か
ら
文
化
圏
の
末
端
に
伝
え
ら
れ
て
行
く
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
対
馬
の
単
な
る
ス
テ
ヅ
ピ
y
グ
・

ス
ト
ン
的
性
格
は
よ
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
・
り
。

　
以
上
述
べ
た
所
で
明
ら
か
な
如
く
、
本
意
は
新
し

い
地
域
調
査
の
試
み
と
し
て
注
員
す
べ
き
も
の
を
持

っ
て
農
る
。
叉
、
考
古
学
と
交
献
史
学
と
を
綜
合
せ

ん
と
す
る
指
向
も
、
従
来
の
考
古
学
の
狭
さ
を
打
破

す
る
意
廉
で
重
要
で
あ
ろ
弓
。

　
た
だ
、
調
蒼
団
が
・
王
と
し
て
考
古
学
考
に
の
み
眼

ら
れ
た
こ
と
は
、
前
述
せ
る
こ
の
島
の
無
調
性
か
ら

嘗
っ
て
、
又
、
綜
合
的
考
察
の
必
要
か
ら
考
え
て
、

遺
憾
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
．
、
関
係
諸
科
学
の
鱒
同
こ
そ

興ア
sxr

は
、
よ
り
広
い
見
地
か
ら
す
る
考
察
を
可
能
と
す
る

か
ら
で
あ
る
．
．
そ
の
意
昧
で
、
そ
の
後
行
わ
れ
た
九

学
界
協
同
の
調
査
の
成
果
を
期
待
す
る
。
　
（
昭
和
二

八
年
・
一
月
、
東
亜
考
古
単
会
刊
、
B
5
版
、
本
文
二
・

四
〇
頁
、
　
英
丈
概
要
三
八
頁
、
　
図
版
七
一
、
　
完
同

一
、
八
O
O
円
）
。

　
以
上
五
冊
の
報
告
書
を
取
扱
っ
た
が
、
書
評
と
し

て
は
例
外
的
に
長
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
、
割
愛
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
報
告
書
も
あ
り
、
叉
、
最
近
刊
行

さ
れ
た
と
知
り
な
が
ら
、
入
手
が
取
れ
た
た
め
、
こ

こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
の
を
御

了
承
願
い
た
い
。
こ
こ
で
は
、
考
古
掌
の
年
代
決
定

法
に
劃
期
的
な
意
義
を
特
つ
放
射
性
炭
素
に
よ
る
測

定
値
が
、
鰭
山
［
貝
塚
の
資
料
に
よ
っ
て
、
日
本
で
は

初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
附
言
し
て
置

く
。
（
日
本
・
考
古
瀞
ず
研
究
所
刊
、
ジ
エ
ラ
ー
ド
グ

・
ー
ト
、
篠
遠
喜
彦
薯
、
「
姥
山
貝
塚
」
参
照
）
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