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辮
璽
著

　
商
晶
生
産
と
寄
生
地
主
引

摂
河
乱
作
地
暢
の
研
究
は
、
こ
の
二
三
年
来
非
常
に

さ
か
ん
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
に
い
た
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
古
島
・
永
原
両
氏
の
労
作

を
う
け
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
で
に
一
九
五
〇
年

に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
の
調
査
の
結
果
は
、
、
部
分
的
に

は
臼
本
歴
史
講
座
所
収
の
論
陣
簿
に
お
い
て
5
か
が

5
こ
と
が
で
き
た
が
、
今
、
そ
の
全
貌
を
し
る
こ
と

の
で
き
た
の
は
、
近
世
史
の
上
に
大
き
な
プ
ラ
ス
で

あ
り
、
発
展
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
そ
れ
で
は
本
書
が
、
従
来
の
研
究
の
上
で
、
ど
の

よ
5
な
意
義
を
屯
ち
、
何
を
明
ら
か
に
し
、
な
お
ど

の
よ
ろ
な
問
題
を
残
し
た
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思

5
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
、
限
ら
れ
た
紙
面
で
は

薫
を
つ
く
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
で
き
5
る
限
り
そ

の
方
向
を
つ
ら
ぬ
き
た
い
と
考
え
る
。

　
ま
ず
本
書
は
ど
の
よ
う
な
問
題
慧
識
に
た
っ
て
お

欝

こ
な
わ
れ
た
か
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
調
査
は
コ
戸
谷
氏
の
最
初
の
提
案
の
線
に
そ
っ

て
の
畿
内
棉
作
農
村
の
発
展
の
あ
と
」
を
た
ど
う
5

と
さ
れ
た
。
戸
谷
敏
之
氏
が
「
摂
津
型
地
域
」
を
提

唱
さ
れ
た
そ
の
問
題
意
識
が
、
こ
の
調
査
の
基
礎
を

な
し
て
い
る
。

　
薯
者
は
、
大
阪
の
商
…
栗
的
発
展
と
関
連
し
つ
つ
、
」

商
品
生
産
を
発
展
さ
せ
た
こ
の
他
方
の
農
村
に
は
、

採
草
地
を
も
た
な
い
よ
う
な
、
し
た
が
っ
て
村
共
同

体
の
構
造
か
ら
比
較
約
自
由
な
農
業
生
産
の
発
展
を

期
待
さ
れ
、
こ
の
観
点
か
ら
、
前
年
に
お
こ
な
わ
れ

た
山
城
国
乙
訓
郡
久
我
村
の
調
査
の
反
省
を
さ
れ
、

と
く
に
対
象
を
、
河
内
・
布
施
瑚
辺
地
域
に
お
か
れ

た
の
で
あ
る
。

　
第
コ
章
以
下
に
お
い
て
は
、
棉
作
農
村
の
発
展
が

追
求
さ
れ
て
い
る
。
蜜
ず
コ
兀
日
頃
、
大
阪
周
辺
の

棉
作
は
頂
点
に
達
し
、
以
後
数
、
十
年
に
わ
た
っ
て
、

そ
の
状
況
が
続
い
た
」
と
さ
れ
、
こ
の
総
耕
地
颪
穣

の
六
割
強
を
し
め
る
平
野
郷
の
棉
作
を
ピ
ー
ク
と
す

る
棉
作
の
増
大
が
、
農
村
の
構
造
に
ど
の
よ
ら
な
影

響
を
あ
た
え
た
か
を
、
　
「
棉
作
の
聚
展
と
申
事
暦
の

進
繊
」
　
（
第
コ
章
）
と
い
5
形
で
寮
と
め
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
近
世
初
頭
の
村
落
を
支
配
し
て
い
た

重
棟
否
姓
の
権
威
は
く
ず
れ
、
そ
の
身
分
関
係
は
、

譜
代
下
人
を
雇
傭
す
る
よ
ら
な
古
い
生
産
形
態
ど
と

も
に
く
ず
れ
さ
り
、
元
藤
・
享
保
期
に
い
た
っ
て
、

零
紬
高
持
の
増
加
を
み
、
こ
と
に
五
石
～
二
〇
石
の

中
農
贋
の
存
続
を
み
る
こ
と
は
、
中
農
ま
た
小
作
農

に
お
い
て
も
、
多
少
の
向
上
の
余
裕
の
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
5
に
発
展
し
た
棉
作
は
、
大
阪
の
商
業
資

本
の
手
に
よ
っ
て
商
贔
化
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
全
国

的
な
市
場
を
も
つ
棉
作
が
、
問
時
に
内
部
的
に
は
地

域
的
祉
会
的
分
業
を
5
み
だ
し
て
い
っ
た
。
ω
調
査

の
対
象
と
な
っ
た
布
施
市
周
辺
で
は
、
享
保
年
間
に

は
水
呑
層
に
い
た
る
ま
で
、
小
商
品
生
産
と
し
て
の

綿
織
加
工
業
を
い
と
な
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
天
明
以
後
は
お
と
ろ
え
、
綿
作
の
み
が
お
こ
な

わ
れ
る
。
②
そ
し
て
入
尾
市
周
辺
の
木
綿
織
業
、
⑧

平
野
郷
は
繰
綿
生
熊
と
、
三
つ
の
塊
域
の
分
業
の
あ

り
方
を
述
べ
て
お
ら
、
れ
る
。

　
つ
い
で
、
こ
の
生
国
・
加
工
の
分
業
の
発
達
に
と

も
な
う
小
商
品
生
熊
の
発
展
が
、
や
が
て
在
郷
商
人

層
を
5
み
だ
し
、
一
見
強
固
に
み
え
た
大
阪
聞
屋
資

本
の
集
萄
統
欄
の
体
襯
を
ゆ
り
》
つ
こ
か
し
て
い
く
状

況
を
分
析
さ
れ
る
の
が
第
三
章
で
あ
る
。

七
蕊
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評

　
を
郷
樽
入
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
っ
て
た
つ
勉
域

酌
な
蓬
違
は
み
と
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
　
一
般
に
い
っ

て
下
層
の
農
民
か
ら
多
く
成
長
し
、
棉
作
農
罠
と
の

共
瀬
の
剰
蔭
口
に
た
っ
て
大
阪
聞
魔
資
本
と
対
抗
し
う

寛
政
年
鑑
に
博
．
仙
、
す
で
に
い
ち
ぢ
る
し
い
力
を
竜
つ

に
い
た
る
が
、
や
が
て
交
政
六
年
の
摂
河
千
七
ケ
村

の
訴
訟
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
広
汎
な
統
一
戦
線
の
力

に
よ
っ
て
、
特
権
問
屋
の
独
占
を
5
ち
や
ぶ
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
弓
な
勝
利
に
よ
っ
て
「
棉
作

の
挺
い
手
で
あ
っ
た
中
冨
農
お
よ
び
在
郷
綿
商
人
」

の
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
小
前
貧
農
層
は
没
落

の
一
途
を
た
ど
り
、
農
｛
民
闘
旧
の
分
化
が
進
ん
で
ゆ

く
。
こ
の
農
民
層
の
分
化
の
情
況
と
、
そ
の
要
因
と

し
て
小
作
料
・
年
貢
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
封
建
的
重

蕪
が
こ
と
ご
と
く
小
作
農
艮
の
側
に
し
わ
よ
せ
さ
れ

た
と
云
わ
れ
る
。

　
か
く
し
て
現
状
は
一
部
の
棉
作
を
お
こ
な
う
高
持

手
作
農
民
を
の
ぞ
い
て
、
封
建
権
力
と
結
ん
だ
特
権

的
寄
生
地
主
i
水
呑
・
零
細
高
持
と
両
極
に
分
解

し
、
こ
の
両
者
の
対
立
が
い
ち
ぢ
る
し
く
な
る
と
さ

れ
、
こ
れ
を
漸
家
村
村
方
騒
動
に
お
い
て
論
証
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
、
　
．

　
し
か
も
幕
府
物
価
政
策
は
く
ず
れ
て
、
物
価
騰
鍛

を
ま
ね
き
、
ま
す
ま
す
小
作
経
む
聡
、
陣
窮
地
に
お
い
こ

ま
れ
、
つ
い
に
は
流
民
化
し
て
、
大
塩
の
乱
を
頂
点

と
す
る
革
命
約
勢
力
を
結
集
し
つ
つ
あ
る
の
が
、
天

保
改
箪
前
夜
の
封
建
的
危
機
の
様
相
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
危
機
に
苅
処
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
天
保
改
輩
・

が
、
と
く
に
縮
…
作
地
帯
に
ど
の
よ
5
な
影
響
を
お
よ

ぼ
し
た
か
を
考
察
さ
れ
る
の
が
第
四
章
二
節
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
周
知
の
株
仲
間
解
放
の
真
の
狙
い

が
、
物
価
引
下
げ
に
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
そ

め
意
図
を
通
す
た
め
に
は
、
大
版
西
町
奉
行
阿
部
正

蔵
が
の
べ
て
い
る
よ
5
に
在
郷
商
人
の
統
制
が
必
要

で
あ
り
、
事
実
改
華
の
第
ご
段
階
と
し
て
、
こ
れ
が

実
．
施
さ
れ
、
成
功
し
た
と
さ
れ
る
の
は
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
5
。

　
第
五
章
で
は
こ
の
天
保
改
草
を
へ
だ
幕
末
の
動
向

が
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
第
二
節
で
は
棉
作

を
い
と
な
む
申
農
暦
が
、
多
く
の
困
難
．
に
5
ち
あ
た

り
、
こ
と
に
幕
府
に
さ
さ
え
ら
れ
た
特
権
的
商
業
資

本
の
濡
動
に
よ
っ
て
、
棉
・
肥
料
の
鋏
近
心
艇
差
に

苦
し
め
ら
れ
、
相
つ
い
で
没
藩
し
て
い
っ
た
と
さ

れ
、
こ
の
中
農
の
大
巾
な
没
落
の
反
面
、
土
地
を
集

中
し
て
い
っ
た
の
は
、
い
わ
ば
漸
興
農
畏
で
あ
り
、

七
閥

彼
等
は
商
業
資
本
と
し
て
戒
長
し
、
村
方
騒
鋤
の
過

程
を
へ
て
、
従
来
の
村
落
支
配
麿
屡
に
と
っ
て
代

り
、
天
保
前
後
の
領
主
経
済
の
蹴
…
乏
を
契
機
と
し

て
、
領
主
権
力
と
結
び
つ
き
、
こ
の
中
で
土
堰
集
積

を
お
こ
な
い
寄
生
地
・
王
化
し
て
い
く
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
地
主
小
作
関
係
を
検
討
さ
れ

て
、
こ
の
労
作
を
お
え
て
お
ら
れ
る
。

　
か
く
て
、
も
っ
と
も
商
晶
生
産
が
順
調
に
遜
展
し

た
と
思
わ
れ
る
こ
の
地
方
に
お
い
て
も
、
　
「
封
建
的

小
農
民
の
手
に
よ
る
商
隔
生
塵
の
独
自
的
な
発
展
」

（
こ
れ
を
吉
島
氏
は
摂
津
型
の
本
質
的
内
容
と
さ
れ

て
い
る
）
に
特
色
を
も
ち
つ
つ
も
、
天
保
以
後
急
速

に
階
暦
分
化
が
す
す
み
、
寄
生
藩
主
の
成
立
を
み
る

の
で
あ
る
。
以
上
誤
解
を
怖
れ
な
が
ら
、
太
書
の
内

容
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
つ
ぎ
に
わ
た
く
し
の
卒
日
曝

な
感
想
を
の
べ
て
お
き
た
い
。

　
「
は
し
が
き
」
に
も
の
べ
ら
れ
た
よ
・
う
に
、
幕
末

四
〇
年
の
分
析
、
こ
と
に
ゆ
農
贋
の
没
落
と
寄
生
倉

主
制
の
成
立
を
実
証
さ
れ
よ
う
と
し
た
意
図
は
、
戒

正
し
て
い
る
し
、
た
し
か
に
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
ま
で
に
こ
の
地

域
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
研
究
の
幾
つ
か
を
も
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
分
析
は
出
て
い
な
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い
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
に
農
民
闘
争
に
つ
い
て
は
、

灘
田
。
岡
本
両
氏
の
労
作
も
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
構

造
の
変
化
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
堀
江

英
一
氏
が
わ
ず
か
に
試
み
よ
う
と
さ
れ
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
本
雷
に
お
い
て
摂
河

糊
作
池
帯
の
動
向
、
そ
の
基
添
的
な
和
陶
を
た
し
か

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
践
闘
争
の
あ
り
方
を
と
く

に
、
天
保
よ
り
慶
応
へ
の
情
勢
の
発
展
を
あ
き
．
ら
か

に
す
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
必
要
で
あ
ろ
弓
。
と
こ

ろ
で
、
わ
た
く
し
は
本
書
の
藤
本
線
に
つ
い
て
、
ま

ず
賛
意
を
し
め
し
た
が
、
つ
ぎ
に
閥
題
の
い
く
つ
か

を
あ
げ
、
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
蜜
ず
、
も
っ
と
も
大
き
な
戚
果
と
し
て
と
り
あ
げ

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
嵜
生
噛
主
菜
成
立
の
名
題
で

あ
ろ
ち
。
す
で
に
こ
の
点
は
、
掘
江
英
一
氏
が
「
畿

内
に
お
け
る
寄
生
嘆
美
制
の
成
立
」
と
し
て
、
京
大

必牽

ｬ
困
岬
績
聞
（
山
ハ
月
骨
一
田
付
）
に
紹
八
丁
ン
こ
れ
で
．
山
頒
【
り

れ
る
の
で
、
余
り
詳
し
く
は
ふ
れ
な
い
が
、
著
書
の

霧
生
地
主
制
成
立
の
シ
ェ
ー
マ
は
、
左
表
の
よ
う
で

あ
．
る
。

　
本
書
で
は
研
摩
以
前
の
関
係
が
…
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
前
代
の
隷
属
閣
係
が
く
ず
れ
、
棉
作
に
よ
り
っ

つ
、
中
農
層
が
進
出
　
し
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
マ
晒
、
い
、
実
は
藤
田
五
郎
歳

が
、

（
本
｝
月
婬
の
一
般
的
形
成
）
蝶
懸
盤
一

》
窟
主
と
連
撃
寝
撃
寄
生
聖

　
と
し
て
展
開
さ
れ
た
シ
晶
ー
マ
と
方
法
的
に
、
非

常
に
近
づ
い
た
感
じ
を
竜
．
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
た
だ
注
慧
す
べ
ぎ
は
、
藤
匿
氏
の
場
合
、
依
然

と
し
て
初
期
本
百
姓
の
側
に
主
導
性
を
も
た
さ
れ
る

の
に
対
し
、
本
書
で
は
、
　
「
摂
津
型
」
中
農
矯
の
側

に
主
導
権
を
み
と
め
て
お
ら
れ
る
点
が
興
昧
を
ひ

く
。
こ
れ
は
東
北
地
主
と
畿
内
勉
主
の
差
と
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
一
応
の
指
摘
に
と
ど

め
る
。

　
つ
ぎ
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
両
者
の
分
析

の
譲
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
的
蝿
鋼
の
評
価
に
か

か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
摂
河
地
方
に
お
い
て
は
、

共
同
体
的
規
制
の
弱
い
こ
と
、
・
レ
G
く
に
僑
代
の
隷
属

（
元
三
）
～
享
保
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
保

　　M
醐
群
灘
の
）
当
り
｛
髄
叢
既
璽
聖

薬夢

澤Il’1一

関
係
に
よ
る
出
好
規
制
の
驕
薄
な
こ
と
汰
、
一
般
に

み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
採
蕊
・
地
の
水
の

閥
題
と
か
ら
ん
で
、
み
ご
と
に
そ
れ
が
処
理
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
村
落
規
綱
が
、
、
建
窯

の
隷
属
関
係
は
5
す
れ
た
に
せ
よ
、
い
ぜ
ん
と
し
て

存
在
し
た
こ
と
、
す
く
な
く
と
為
共
同
体
が
封
建
支

配
の
宋
端
と
し
て
、
さ
ら
に
村
落
麦
配
の
道
某
と
し

て
維
持
さ
れ
よ
5
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
5
ま
で
も

な
い
。
　
（
竜
ち
う
ん
逆
に
農
民
の
抵
抗
の
組
織
に
も

な
り
う
る
が
）
こ
の
地
方
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
変

質
し
再
生
産
さ
れ
た
共
同
体
的
蝿
澗
を
ふ
く
め
て
考

え
る
こ
と
が
必
．
要
で
あ
り
、
寄
生
地
主
欄
の
成
立
過

程
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
た
と
え
中
農
層
か
ら
の
成

長
で
あ
っ
て
竜
、
共
同
体
，
的
規
制
か
ら
自
由
で
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
、
㌦
、
、
も
う
少
し
、

こ
の
問
題
に
勘
購
卜
す
る
必
憂
が
あ
る
と
思
5
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
分
析
を
よ
み
な
が
ら
、
わ
た
く

し
は
そ
の
見
事
な
点
に
感
じ
つ
つ
も
、
漠
然
と
し
た

不
安
に
と
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
は
寄
盤
城
主
制
が
、
た

し
か
に
以
後
の
農
業
生
産
の
遜
展
を
蒼
曲
し
た
と
か

か
れ
、
今
更
い
ζ
・
ま
で
も
な
く
現
在
の
日
本
に
お
い

て
も
、
大
き
な
障
碍
と
な
っ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
の

で
伍
め
る
漕
か
、
鞭
て
れ
キ
」
こ
の
よ
》
り
に
と
O
蟻
の
げ
ツ
勧
こ
と

七
五
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評

だ
け
で
い
い
の
だ
ろ
5
か
。

　
こ
5
し
た
感
想
は
両
氏
に
対
し
て
、
ま
こ
と
に
失

礼
な
欝
分
で
あ
る
こ
と
は
、
わ
た
く
し
自
身
よ
く
知

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寄
生
地
主
制

の
成
立
が
、
竜
つ
と
開
白
に
擾
河
に
お
け
る
農
民
層

こ
と
に
貧
農
層
の
た
た
か
い
の
申
か
ら
、
捉
え
ら
れ

な
い
こ
と
に
は
、
わ
た
く
し
の
い
だ
い
た
漠
然
と
し

た
不
安
も
さ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
津
田
氏
を
は
じ
め
盟
主
闘
争
の
研
究
は
、
明
和
年

聞
に
こ
の
地
方
最
初
の
高
裏
り
の
あ
る
こ
と
を
教
え

て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
享
保
以
後
、
急
速
に
の
び
て

く
る
地
主
化
の
方
向
に
対
し
て
、
か
え
っ
て
地
主
藺

の
持
高
を
鮮
少
さ
せ
る
よ
5
な
一
般
的
な
鋤
向
が
み

ら
れ
る
の
は
、
具
体
的
に
は
村
方
騒
動
そ
の
他
に
示

さ
れ
た
貧
農
矯
の
多
様
な
た
た
か
い
に
よ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
勘
・
り
か
。
そ
れ
が
天
保
以
後
に
い
た
っ

て
弱
豪
っ
て
く
る
に
せ
よ
、
む
し
ろ
慶
応
立
聞
の
国

訴
、
打
こ
わ
し
の
情
勢
に
い
た
る
ま
で
展
望
を
も
ち

な
が
ら
、
幕
宋
の
問
題
を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
わ
れ

わ
れ
に
残
さ
れ
た
課
題
の
よ
5
に
思
5
。

　
そ
の
他
、
薯
者
が
「
問
題
の
所
在
」
に
漁
さ
れ
た

よ
5
に
、
多
く
の
点
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
寄
生
地

主
化
の
一
要
因
と
な
る
領
主
権
力
と
の
結
び
付
き
に

竜
残
さ
れ
た
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
5
。

　
さ
ら
に
、
天
保
改
革
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
在
郷
商
人
の
統
制
を
問
題
に
さ
れ
た
の
、

は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
天
保
年
代
に

お
い
て
現
実
に
幕
府
が
在
郷
商
人
の
再
統
制
を
お
こ

な
い
え
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
保

よ
り
嘉
永
に
い
た
る
在
郷
商
人
層
の
成
長
・
分
化
の

上
で
は
じ
め
て
成
功
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
弓
か
。

嘉
永
四
年
の
株
仲
聞
再
興
が
、
そ
の
結
果
だ
つ
た
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
本
書
で
指
摘
さ
れ
た
地
域
的
分
業
の
存
在

に
注
厨
し
て
お
く
。
と
く
に
残
さ
れ
た
八
尾
周
辺
の

調
査
や
、
泉
州
織
物
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
、
わ

れ
わ
れ
の
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
5
。

　
以
上
で
わ
た
く
し
は
、
二
、
三
の
き
つ
い
た
点
に

し
ぼ
り
つ
つ
本
書
に
対
す
る
感
想
を
述
べ
て
き
た
。

そ
れ
が
本
書
の
も
っ
て
い
る
豊
漁
な
内
容
と
業
績
に

つ
い
て
答
え
る
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
の
を
お
詑
び

す
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の
表
現
か
ら
今
後
の
発
展

を
願
う
後
学
の
挫
急
な
感
想
を
く
み
と
っ
て
頂
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

一
．
脇
闘
　
修
i

七
六

仁
井
田
　
陞
著

　
中
国
社
会
の
法
と
倫
理

　
《
中
国
の
法
の
歴
史
も
原
理
も
、
国
表
と
現
在
、

さ
ら
に
未
来
を
も
急
い
た
一
線
に
お
い
て
と
ら
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
い
5
こ
と
が
六
六
に
か
か
れ

て
い
る
。
　
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
5
こ
と
な
の

か
、
わ
た
し
に
は
ど
う
も
わ
か
っ
た
よ
う
で
わ
か
り

に
く
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
中
国
法
制
史
の
分
野

で
、
す
で
に
数
お
お
く
の
大
部
に
わ
た
る
業
績
を
発

表
し
、
霞
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
を
つ

づ
け
て
こ
ら
れ
た
、
オ
ー
ソ
ド
ヅ
ク
ス
の
大
道
に
あ

る
仁
井
田
氏
が
、
こ
の
よ
〉
つ
な
積
極
的
な
霧
雨
を
は

じ
め
に
か
か
げ
て
い
る
こ
と
は
注
目
ナ
べ
き
こ
と
で

あ
る
と
お
も
5
。

　
中
華
人
畏
共
和
国
の
薪
遵
法
草
案
が
聚
表
さ
れ
た

の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
、
つ

ま
り
現
実
に
薪
襟
法
草
案
を
さ
さ
え
て
い
る
も
の

は
、
氏
に
よ
れ
ば
《
薪
し
い
法
意
識
》
で
あ
る
し
、
ま

た
《
薪
し
い
倫
理
》
で
あ
ろ
5
。
こ
の
よ
う
な
《
遷

し
い
》
法
意
識
あ
る
い
は
倫
理
が
、
薪
申
囲
［
に
お
い

て
ど
こ
か
ら
で
て
き
た
の
で
あ
ろ
ら
か
。
そ
れ
は
、

ど
こ
か
よ
そ
か
ら
の
か
り
も
の
で
で
も
あ
る
の
だ
ろ
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