
る
事
が
鐵
来
な
い
性
格
を
も
つ
て
い
る
。
　
即
ち
家

族
、
晦
族
、
対
熱
冷
、
農
事
、
林
業
、
狩
猟
（
漁
業
）

等
々
を
甚
盤
と
し
つ
つ
同
時
に
之
の
成
立
を
支
え

て
来
た
宗
…
敬
約
契
儲
…
が
氏
の
所
謂
遊
幸
人
神
観
念
と

如
何
な
る
重
連
に
立
つ
も
の
か
。
穀
霊
や
氏
神
を
い

5
本
霧
．
の
結
語
の
前
に
は
猶
可
成
り
飛
躍
さ
れ
た
空

白
が
お
か
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
「
龍
華
信
仰
」
（
岩

波
全
量
）
は
現
行
民
俗
か
ら
こ
の
面
［
に
鍬
を
入
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
更
に
之
を
逼
・
去
に
遡
り
本
　
署
と
の

闘
の
橋
梁
を
架
す
る
こ
と
は
独
り
氏
の
み
の
問
題
に

止
ら
ず
、
広
義
の
文
化
史
全
般
の
問
題
で
あ
り
任
務

で
あ
ろ
5
。
、
太
書
は
そ
の
た
め
の
有
力
な
前
進
拠
点

を
提
供
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
後
日
本
の
民
間
信

託
に
関
し
て
は
一
度
は
之
を
通
過
し
な
く
て
は
な
ら

ぬ
と
い
〉
づ
状
態
が
こ
こ
当
分
は
続
く
で
あ
ろ
5
．
冒

（
創
元
社
刊
、
一
七
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
…
竹
田
聴
洲
…
1

宇
都
宮
清
吉
著

　
憧
　
約
　
研
　
究

　
こ
れ
は
李
下
に
記
し
た
様
に
、
名
大
研
変
論
集
に

収
め
ら
れ
た
論
文
で
あ
る
が
、
氏
の
多
く
の
漢
代
史

研
究
の
中
、
特
に
代
蓑
的
な
労
作
で
あ
る
．
、
氏
が
こ

轡

回

れ
ま
で
護
国
古
代
炎
、
殊
に
漢
代
史
に
お
い
て
、
幾

多
の
優
れ
た
菜
績
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
今
更
誉
ら

ま
で
も
な
い
が
、
鎧
戸
者
に
お
い
て
は
、
氏
が
こ
れ
ま

で
に
渉
猟
…
し
た
数
々
の
資
料
を
駆
使
し
、
過
ま
永
年

に
わ
た
っ
て
培
っ
た
顯
…
蓄
を
傾
け
て
、
羅
馬
社
会
経

済
の
全
魏
を
立
体
的
に
揺
慰
し
、
氏
独
特
の
卓
越
せ

る
見
解
を
表
明
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ

っ
た
色
々
の
疑
点
を
解
答
．
し
た
箇
所
も
多
く
、
中
鼠

古
代
変
に
多
大
の
貢
献
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
が
憧
約
㌔
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
奴
隷
そ
の
も

の
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
文
学
作
晶
が
、
西
洋
に
は

数
．
多
く
存
在
す
る
の
に
、
中
国
に
は
殆
ん
ど
唯
一
と

言
っ
て
も
よ
い
位
少
く
、
而
も
こ
れ
を
厳
密
に
校
勘

し
て
見
た
結
果
、
木
簡
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

ろ
ろ
と
の
推
定
を
下
し
得
る
確
実
な
資
料
で
あ
る
と

こ
ろ
が
ら
、
こ
の
作
贔
の
持
つ
真
の
意
義
を
究
．
明
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
代
奴
隷
の
本
質
、
並
に
そ
の

麿
景
と
な
る
奴
隷
所
膚
者
の
土
地
経
鴬
の
実
相
を
開

か
に
し
、
中
国
古
代
輿
上
に
お
け
る
奴
隷
欄
一
般
に

つ
い
て
の
、
正
し
い
煮
見
を
表
馨
し
よ
5
と
す
る
も

の
で
あ
る
．
、
億
約
の
テ
キ
ス
ト
は
ど
れ
程
古
く
晃
て

も
、
芸
文
類
・
聚
以
上
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
そ
の
た
め
特
電
の
伝
本
の
校
合
だ
け
で
は
、
王

褒
の
原
品
に
近
接
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
然

る
に
海
難
は
、
誓
約
が
糧
文
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
押

韻
の
関
係
を
た
ど
っ
て
、
素
れ
た
旬
序
を
正
し
、
本
来

の
姿
に
ま
で
近
接
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
擁
約
に
つ

い
て
の
．
研
究
が
極
め
て
少
い
と
こ
ろ
が
ら
見
て
も
、

本
葺
の
世
に
公
に
さ
れ
た
意
義
肺
．
…
極
め
て
大
き
い
．
．

　
憧
約
は
賦
で
あ
り
、
賦
は
中
国
人
の
伝
統
的
な

考
え
に
よ
れ
ば
、
瓢
諭
女
学
と
し
て
の
．
意
昧
を
も

つ
。
こ
の
賦
の
中
で
王
褒
は
、
奴
隷
が
支
配
者
か
ら

受
け
る
実
に
酷
烈
な
仕
打
を
画
い
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
事
笑
そ
の
も
の
の
表
明
で
は
な
く
、
文

面
に
画
か
れ
た
表
面
的
事
実
を
、
　
一
つ
の
誠
諭
と
し

て
聞
き
と
ら
せ
る
作
用
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
即
、
ち

表
面
に
画
か
れ
た
纂
笑
を
、
　
一
つ
の
誠
諭
と
し
て
感

得
せ
し
め
、
表
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
裏
面
に
あ

る
何
者
か
を
暗
に
悟
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
、
賦
独
特
の

交
学
才
効
果
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
．
、
か
く
し
て
表
面

の
事
実
の
酷
烈
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
却
っ
て
そ
の

中
に
画
か
れ
た
主
人
対
奴
隷
闘
の
入
間
的
連
繋
が
キ

ャ
ッ
チ
出
来
る
と
の
見
解
を
と
る
．
、
従
っ
て
王
褒
は

億
約
に
お
い
て
、
奴
隷
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
．

か
ら
見
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
勿
論
賦
の
文

学
的
性
絡
の
み
か
ら
、
憧
約
を
右
の
様
に
解
釈
す
る

八
七
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轡

評

の
は
留
険
で
あ
る
。
勝
者
は
こ
5
し
た
解
釈
を
下
す

た
め
に
は
、
そ
の
綴
抵
に
、
漢
心
奴
隷
の
歴
史
的
実

態
を
把
握
し
て
か
か
っ
て
い
る
菅
氏
の
考
え
に
よ
れ

ば
、
中
国
に
お
い
て
は
琶
制
翻
身
時
代
に
は
、
確
か

に
奴
隷
が
存
在
し
た
。
然
し
漢
代
で
は
、
奴
隷
制
よ

り
屯
小
作
制
が
、
生
産
の
主
力
を
な
し
て
い
る
。
そ

し
て
従
爽
の
所
謂
奴
隷
は
、
漢
代
で
は
最
早
解
放
過

程
に
あ
り
、
奴
隷
虐
待
禁
止
が
天
子
の
命
令
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
ち
し
た
解
放
途
上
に
あ
る
奴

隷
は
、
漢
か
ら
唐
頃
ま
で
は
、
殆
ん
ど
変
化
な
し
に

続
い
て
行
く
。
漢
は
従
っ
て
、
奴
隷
解
放
の
上
限
を

形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
漢
代
の
奴
隷
は
、
実

社
会
に
お
け
る
、
よ
り
薯
遍
的
、
潜
在
的
な
小
作
制

の
副
次
酌
産
物
と
し
て
革
質
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
自
身
、
社
会
構
成
を
湊
饗
す
る
も
の
で
は
な

い
。
主
力
は
何
処
ま
で
も
小
作
制
に
あ
る
と
見
る
の

が
氏
の
立
場
で
あ
る
。
憧
約
中
の
奴
隷
に
関
す
る
解

釈
も
、
こ
5
し
た
歴
史
的
塊
盤
に
支
え
ら
れ
て
い

る
。
然
ら
ば
聖
代
小
作
制
の
笑
態
は
如
何
な
る
も
の

か
む
小
作
制
内
部
の
経
塔
構
造
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
資
料
帥
に
種
々
制
約
が
あ
り
、
凝
問
も
あ
っ

て
、
容
易
に
知
見
が
成
立
し
難
い
の
で
あ
る
が
、
氏

は
こ
れ
に
快
い
解
答
を
与
え
て
い
る
．
、
そ
の
結
論
だ

け
を
示
す
と
、
奴
隷
は
年
間
四
五
〇
〇
銭
の
収
入

で
、
殻
物
に
直
し
て
二
六
・
累
石
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
小
作
は
、
畜
力
の
用
い
ら
れ
な
い
場
合
は
什
五

制
（
収
穫
物
を
地
主
と
小
作
と
で
等
分
す
る
制
度
）

方
式
が
一
般
に
胴
い
ら
れ
、
最
低
一
入
二
五
石
以
下

と
な
り
、
奴
隷
よ
り
む
悪
い
．
、
重
し
実
際
は
こ
れ
よ

り
や
や
良
い
状
態
に
あ
る
。
漢
代
で
は
時
の
降
る
に

つ
れ
て
、
有
畜
農
業
が
盛
行
し
、
地
主
が
畜
力
を
準

備
し
て
、
太
半
制
（
収
穫
物
の
三
分
の
コ
を
地
主
が

三
分
の
一
を
小
作
が
取
る
）
小
作
方
式
を
採
用
す
る

様
に
な
る
の
で
、
小
作
の
収
入
は
平
均
六
五
・
九
九

石
と
な
る
か
ら
、
前
に
比
べ
て
遙
か
に
有
利
と
な

り
、
叉
従
来
の
自
作
よ
り
も
率
が
良
い
の
で
、
小
作

制
が
一
般
的
に
な
る
。
こ
の
た
め
後
漢
以
後
、
專
ら

膚
畜
の
大
規
摸
な
荘
園
式
農
業
経
営
が
盛
行
し
、
暴

民
は
大
荘
園
主
た
る
豪
族
の
下
で
小
作
農
と
な
っ
て

行
く
。
氏
が
有
畜
農
業
の
広
汎
な
普
及
を
推
定
す
る

に
至
る
蜜
で
に
は
、
種
々
史
料
的
操
作
に
努
力
の
跡

が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
氏
一
洗
の
精
緻
な

考
究
と
、
こ
れ
に
導
か
れ
た
着
実
な
研
究
成
果
が
大

き
く
打
出
さ
れ
て
い
る
。
古
代
史
に
お
い
て
鍛
も
欠

け
て
い
る
数
寧
的
な
不
明
瞭
さ
は
、
陵
≧
研
究
者
を

戸
惑
い
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
〉
つ
し
た
困
難
に

八
八

対
．
し
、
氏
の
た
ゆ
ま
ざ
る
真
懸
な
学
究
態
度
が
滲
み

出
て
い
る
様
に
思
う
◎

　
さ
て
有
畜
農
業
の
普
及
は
氏
の
論
述
し
た
様
に
奴

隷
制
よ
り
も
小
作
欄
、
自
作
農
よ
り
も
小
作
農
を
有

利
な
も
の
と
し
、
か
く
し
て
全
般
的
に
、
小
作
欄
の

氾
濫
を
津
西
し
た
こ
と
は
一
応
尤
も
な
こ
と
で
あ
る

が
、
然
し
唯
利
害
関
係
だ
け
で
は
、
直
に
小
作
制
の

発
展
を
招
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
要
は
小
作
制
を

圧
倒
的
に
遵
出
す
る
様
な
社
会
条
件
、
即
ち
小
作
予

備
群
が
多
数
に
造
出
さ
れ
る
所
以
が
何
処
に
あ
っ
た

か
と
雷
・
う
こ
と
で
あ
る
。
馬
食
の
実
情
に
詳
し
か
っ

た
仲
長
統
が
自
ら
述
べ
て
い
る
様
に
、
太
半
湖
有
畜

小
作
も
、
従
前
の
自
作
農
と
比
し
て
、
収
入
の
面
で
は

別
に
大
野
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
無
畜
農
業

の
盛
行
と
太
半
制
小
作
経
鴬
方
式
に
よ
っ
て
、
多
大

の
利
益
を
受
け
た
も
の
は
全
く
地
主
側
で
あ
っ
た
。

小
作
料
は
遡
江
割
方
増
加
し
、
従
来
奴
隷
買
入
に
要

し
た
金
額
は
土
地
に
投
入
轟
来
、
奴
隷
監
督
に
要
し

た
労
力
も
は
ぶ
け
、
そ
の
上
に
奴
隷
の
た
め
に
支
払

つ
た
　
一
倍
の
入
頭
税
が
不
要
に
な
る
ば
か
り
か
、
小

作
詞
で
は
納
税
は
全
て
小
作
の
自
弁
で
あ
り
、
小
作

の
生
活
は
地
主
の
私
経
済
と
は
溺
で
あ
る
か
ら
、
色

々
綜
合
す
る
と
、
従
来
の
奴
隷
使
用
よ
り
も
倍
加
す
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る
利
益
を
収
取
し
て
、
益
ζ
大
土
地
経
管
の
発
展
に

粕
同
車
が
か
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
．
、
後
漢
か
ら
六

輔
に
か
け
て
血
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
荘
園
の

発
達
は
、
こ
う
し
た
地
主
に
約
爽
さ
れ
た
大
き
な
利

益
の
所
産
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
小
作
は
従
前
の

自
作
農
的
生
活
水
準
を
何
と
か
維
持
し
得
た
に
す
ぎ

ず
、
加
う
る
に
、
荘
園
主
の
人
身
収
螺
の
重
蕎
を
負

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
地
主
小
作
の
経
済
関
係
は

同
時
に
上
象
下
戸
の
主
従
関
係
を
伴
っ
て
い
た
と
こ

ろ
に
よ
り
深
刻
な
問
題
が
あ
る
。
従
来
漢
の
大
土
地

所
麿
捌
が
、
漠
然
と
経
済
的
に
の
み
把
握
さ
れ
勝
ち

で
あ
っ
た
が
、
本
著
で
は
経
済
概
念
と
し
て
の
地
霊

小
作
制
を
、
社
全
概
念
と
し
て
は
上
家
下
戸
欄
と
し

て
明
確
に
と
ら
え
て
い
る
．
、
漢
王
朝
の
帝
権
か
ら
見

れ
ば
、
塘
童
で
あ
ろ
う
と
小
作
で
あ
ろ
う
と
、
一
様

に
平
等
な
元
々
（
人
艮
）
で
あ
り
、
何
の
差
鋼
も
な

い
と
言
う
儒
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
支
配
し
て
い
る
。

即
ち
豪
族
の
不
当
［
な
良
田
の
占
膚
や
、
水
利
の
独
占

な
ど
は
、
厳
舗
に
処
せ
ら
れ
る
し
、
叉
貧
冨
の
別
な

く
一
様
に
人
頭
税
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
政
府
の
人

民
把
握
力
の
強
弱
を
示
す
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
は
、
人
口

調
査
に
よ
る
人
民
の
登
籍
数
の
大
小
如
何
で
決
せ
ら

れ
る
。
漢
末
黄
・
甲
の
乱
の
発
生
錨
初
に
お
い
て
さ

え
、
政
府
の
入
口
把
握
力
は
実
に
強
く
、
従
前
に
比

し
て
登
籍
人
口
数
の
上
昇
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は

漢
の
帝
権
が
非
常
に
強
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
此
際
政
府
と
し
て
は
上
家
下
戸
間
の
諸
関
係
な

ど
は
別
に
言
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
然
し
現
実
に

は
、
敗
府
の
こ
の
様
な
平
等
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
は
正
に
逆
の
現
象
が
、
確
実
な
足
ど
り
で
進
行
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
帝
権
か
ら
見
れ
ば
、
自
由

な
一
般
人
罠
で
あ
る
筈
の
下
戸
は
、
大
地
主
の
下
で

照
窮
し
た
生
活
に
あ
え
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
羅
寒

の
政
論
で
は
下
戸
は
代
々
下
戸
と
し
て
上
家
に
仕

え
、
一
寸
と
し
た
凶
作
に
も
家
族
は
チ
リ
ヂ
リ
に
な

る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
人
頭
税
は
政
府
の
重
要
な

財
源
で
あ
る
が
、
極
度
に
購
迫
し
た
貧
農
か
ら
は
取

り
立
て
よ
う
が
な
い
。
こ
の
埋
合
わ
せ
に
、
宮
比
に

よ
る
不
法
な
農
民
圧
迫
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
逃

亡
者
一
流
民
が
発
生
す
る
。
上
家
は
財
力
に
よ
っ
て

政
府
官
僚
と
結
び
付
き
、
特
権
を
獲
得
す
る
の
で
、

上
家
の
勢
力
下
で
は
、
入
口
調
査
に
も
故
意
に
脱
漏

が
行
わ
れ
る
．
、
膚
力
な
王
家
に
は
、
課
税
と
課
役
を

免
れ
た
下
戸
群
が
、
私
従
畏
一
客
戸
の
形
で
附
属
す

る
。
一
旦
非
常
時
態
が
発
生
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
上
家

下
戸
は
一
団
と
な
っ
て
戦
力
化
す
る
だ
け
の
莫
力
を

培
う
．
、
上
家
は
こ
の
平
な
強
力
な
地
盤
を
背
景
と
し

て
大
き
な
政
治
上
の
発
書
権
を
獲
得
し
て
行
く
。
宮

僚
か
ら
不
法
な
圧
邉
を
受
け
た
下
戸
怯
、
帝
権
の
下

を
逃
れ
て
、
こ
ら
し
た
別
の
秩
序
の
中
に
入
っ
て
行

く
。
下
戸
の
増
大
は
郷
村
組
織
の
組
替
に
露
な
ら

ぬ
。
時
と
と
も
に
勢
力
を
増
大
し
て
行
く
上
家
層

は
、
多
数
の
下
戸
予
備
群
を
下
戸
麟
と
し
て
編
成
し

つ
つ
、
帯
国
的
官
僚
支
配
秩
序
の
申
間
に
、
排
他
的

私
権
酌
秩
序
を
も
つ
集
団
を
構
成
し
つ
つ
、
反
帝
国

的
性
絡
…
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
古
代
帯
国
内
部
の
矛

盾
物
と
な
っ
て
行
く
。
か
く
し
て
帝
権
の
立
っ
て
い

る
基
礎
そ
の
も
の
が
変
質
し
て
行
く
。
上
家
下
戸
制

の
発
達
は
、
正
に
古
代
帝
国
の
質
的
変
更
を
意
蝕
す

る
も
の
で
あ
る
。
漢
代
に
こ
の
様
に
し
て
形
成
さ
れ

た
下
戸
騒
は
、
國
家
的
小
作
入
と
も
見
ら
れ
る
兵
土

の
家
や
、
裏
戸
、
佃
客
と
し
て
、
又
部
曲
と
も
呼
ば

れ
る
小
作
農
と
し
て
、
鼠
家
や
豪
族
の
所
有
地
で
、

直
接
生
産
者
と
し
て
の
小
作
農
民
履
を
形
成
す
る
。

荘
園
は
自
絵
自
足
的
封
鎖
的
な
も
の
で
、
こ
れ
ら
の

小
作
民
は
家
族
も
ろ
と
も
こ
の
申
に
照
い
こ
ま
れ
て

居
り
、
上
家
に
対
し
て
は
非
常
に
依
附
慶
の
強
い
も

の
で
あ
る
．
、
荘
園
が
生
命
の
場
で
あ
る
に
対
し
、
都

市
は
近
接
諸
荘
園
の
消
費
市
場
と
し
て
の
役
割
を
果

八
九
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欝

評

す
。
そ
レ
て
地
方
に
お
け
る
都
市
と
一
｛
壮
盛
と
は
狭
い

地
理
的
闘
係
に
あ
る
た
め
に
、
瓶
方
の
豪
族
一
上
家

達
と
都
市
商
人
と
を
同
一
の
利
害
に
よ
っ
て
結
合
さ

・
せ
る
の
で
、
こ
こ
に
自
ら
独
占
的
な
豪
族
社
会
が
形

成
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
も
の
が
、
三
一
七
世
紀
の
聞

に
お
け
る
照
式
荘
園
の
内
容
で
あ
る
。
漢
代
の
荘
園

は
か
か
る
揮
式
路
園
の
前
期
形
態
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
入
世
紀
以
後
の
鞍
園
は
、
荘
戸
と
か

佃
戸
と
か
言
わ
れ
る
網
…
当
自
活
力
の
強
い
農
民
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
、
螺
園
そ
の
竜
の
が
村
落
形
態
に
近

づ
い
て
い
る
。
だ
か
ら
旧
式
荘
園
の
封
鎖
繭
な
る
に

対
し
、
こ
こ
で
は
開
放
繭
で
あ
る
．
、
こ
う
し
た
形
の

襲
闘
が
藩
式
面
識
で
あ
る
。

　
以
上
は
悪
者
の
労
作
に
表
明
さ
れ
た
血
肝
の
二
重

な
研
一
h
究
成
果
の
中
か
ら
特
に
社
会
経
済
上
の
軍
要
な

問
題
を
拾
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
述
の
上
家
下
戸

湖
の
一
層
県
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
究
明
は
更
に

今
後
に
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
資
料
的
な
制
約
も
勿
論
あ
る
こ
と
だ
が
、
著

者
の
漢
代
史
に
対
す
る
深
い
造
詣
か
ら
、
今
後
是
非

展
開
し
て
欲
し
い
こ
と
で
あ
る
．
．
と
書
う
の
は
、
漢

代
奴
隷
一
点
議
論
解
沖
ハ
点
の
限
界
が
、
入
身
売
買
の
有

無
、
・
主
入
の
入
間
的
取
扱
の
有
無
、
更
に
は
生
癒
の

主
力
が
奴
隷
に
在
る
か
小
作
に
あ
る
か
の
問
題
も
勿

論
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
小
作
・
否
下
…
戸
の
社
会

的
地
位
そ
の
も
の
の
低
さ
が
、
奴
隷
に
塗
し
て
何
れ

程
の
差
が
あ
っ
た
か
が
、
問
題
を
根
本
的
に
解
明
す

る
鍵
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
に
お

い
て
、
農
民
的
土
楴
所
有
の
確
立
す
る
の
は
、
遙
か

後
世
の
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
以
前
の
農
畏
、

殊
に
代
々
上
家
に
仕
え
た
下
戸
農
民
が
、
上
家
か
ら

の
経
鼻
的
収
馨
に
事
え
て
、
酷
烈
な
入
身
収
嚢
を
受

け
て
い
た
事
実
を
見
る
と
き
、
そ
の
収
轟
の
範
照
限

界
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
来
る
。
私
鼠
漢
代
は
奴

隷
制
な
り
と
の
論
に
餐
成
す
る
竜
の
で
は
な
い
が
、

さ
り
と
て
、
奴
隷
的
販
扱
と
承
、
愚
わ
れ
る
程
の
入
身

収
嚢
が
多
分
に
存
在
す
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は

措
来
な
い
。
従
っ
て
邑
欄
国
家
時
代
の
奴
隷
が
漢
代

で
は
解
放
過
程
に
あ
っ
た
こ
と
は
髄
か
だ
が
、
漢
代

の
小
作
制
そ
の
も
の
が
、
奴
隷
的
難
嚢
か
ら
完
全
に

解
放
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
無
爵
出
来
な
い
．
、
考

え
様
に
よ
っ
て
は
上
家
は
奴
隷
を
小
作
農
民
に
す
り

か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
飽
く
な
き
暇
奮
を
遂
げ
て

行
っ
た
と
見
ら
れ
る
面
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
種
々

の
論
義
は
こ
・
う
し
た
点
か
ら
起
る
様
で
あ
る
．
、
中
国

の
み
な
ら
ず
、
東
洋
の
古
代
社
会
の
特
膚
の
性
格

九
〇

を
、
　
一
義
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
上
家
下
戸
制
一
の

内
容
の
究
明
は
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
弓
。

（
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今
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に
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著
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コ
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経
済

地
理
学
」
　
（
一
九
二
八
）
の
蕎
者
と
し
て
経
済
地
理

噂呼

兜
ｾ
に
ム
切
〃
窟
官
岡
い
R
。
リ
ュ
ト
ゲ
ン
ス
の
編
…
集
に
よ

り
、
こ
の
た
び
「
土
地
と
経
済
」
国
乙
。
蒸
溜
落
馬
野

田
。
ぎ
津
と
題
す
る
大
部
な
叢
書
が
刊
行
さ
れ
始
め
た
。

金
五
巻
、
只
今
そ
の
第
三
巻
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い

る
。　

昏
巻
の
概
要
を
見
る
と
、
驚
二
巻
「
経
済
生
活
の

地
理
的
基
礎
と
諸
解
題
」
．
じ
δ
臓
8
び
・
尋
㌶
婁
。
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H
⊆
）
○
旨
u
・
噸
（
一
九
五
〇
）
は
編
…
新
［
リ
ュ
ト
ゲ
ン
ス
の
脳
中

に
成
る
が
、
内
容
的
に
、
ま
た
構
成
の
仕
方
に
継

て
〉
悪
露
「
｝
般
経
済
勉
理
学
」
と
相
通
ず
る
点
が
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