
献
利
用
以
上
に
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
活
か
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
考
え
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
本
書
の
は

じ
め
に
、
少
し
で
よ
い
か
ら
、
謹
厚
蒼
の
既
往
熟
年
の

研
究
成
果
を
組
立
て
る
べ
き
著
者
独
自
な
研
究
の
方

法
が
の
べ
て
ほ
し
か
っ
た
の
は
、
あ
な
が
ち
評
雌
竺

入
の
勝
手
な
注
文
で
も
な
い
よ
う
に
思
う
。
　
（
B
6
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申
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国
声
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始
」
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著
者
の
李
済
氏
に
つ
い
て
は
、
今
更
紹
介
す
る
ま

で
も
な
い
程
に
、
中
国
の
考
古
学
界
の
最
高
の
研
究

家
の
一
人
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
に
山
西
省
夏
県
西

陰
虚
で
、
著
者
が
行
っ
た
彩
陶
遺
蹟
の
発
掘
は
、
中

国
人
に
よ
る
中
国
の
最
初
の
科
学
的
な
発
掘
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
も
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
考

古
組
の
リ
…
ダ
ー
と
し
て
、
安
陽
の
毅
虚
、
山
東
省

城
子
崖
な
ど
の
発
掘
を
主
宰
す
る
と
共
に
、
こ
れ
ら

の
発
掘
に
よ
っ
て
得
た
資
料
を
駆
使
し
て
多
彩
な
研

究
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
毅
虚
の
遣
物
を
中
心

と
し
た
研
究
が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中

央
研
究
院
が
、
実
際
に
発
掘
を
行
っ
た
期
間
が
、
そ

の
ま
ま
股
虚
の
発
掘
の
踊
帯
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
な
ら
ば
当
然
で
あ
る
。
青
銅
器
（
容
器
。
利
器
と

も
）
、
陶
器
、
石
器
、
人
骨
の
形
態
的
な
研
究
な
ど
、

そ
の
範
囲
は
非
常
に
広
い
。
勿
論
こ
う
い
っ
た
各
々

の
研
究
に
対
し
て
、
見
解
を
異
に
す
る
学
者
も
多
い

で
あ
ろ
う
。
然
し
、
こ
と
七
三
の
研
究
に
関
す
る
限

り
は
、
実
際
の
発
掘
に
従
事
し
た
こ
と
、
或
い
は
資

料
を
直
接
手
に
し
て
研
究
し
て
い
る
点
は
、
何
ん
と

い
っ
て
も
著
者
の
長
所
で
あ
る
。
而
か
も
、
こ
う
い

っ
た
各
種
の
資
料
を
綜
合
し
た
鶏
姦
全
体
の
上
か
ら

遣
物
を
考
え
る
と
い
う
態
度
は
、
考
古
学
者
の
な
か

で
は
数
少
い
一
人
で
あ
る
。
今
一
つ
著
者
の
研
究
の

特
色
を
な
し
て
い
る
の
は
、
遺
物
を
数
量
的
に
取
り

あ
つ
か
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
発
掘
し
た
遺
物
の

報
告
に
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
や
重
量
な
ど
を
記
載
す
る

こ
と
は
、
普
通
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
て
遺

物
を
集
め
て
研
究
す
る
と
な
る
と
、
形
態
的
な
i

器
形
或
い
は
文
様
一
な
ど
の
－
研
究
に
終
始
し
て
、

数
字
が
無
視
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
。
こ
の
点
李
済
氏
の

研
究
は
、
独
特
な
方
法
を
も
つ
て
い
る
。
例
え
ば
、

葬
器
の
研
究
で
は
、
器
の
外
形
的
な
ス
ケ
ー
ル
と
と

も
に
、
そ
の
容
童
が
常
に
注
意
さ
れ
、
容
量
の
比
率

に
よ
っ
て
各
種
の
銅
器
の
一
組
と
し
て
の
組
合
せ
を

考
え
、
更
に
、
そ
れ
か
ら
銅
器
の
用
途
を
考
丸
よ
う

と
す
る
。
陶
器
の
研
究
で
も
、
そ
の
外
形
的
な
相
互

関
係
と
と
も
に
、
成
分
を
化
学
的
に
分
析
し
て
製
陶

の
技
術
を
考
え
る
。
こ
う
い
っ
た
方
法
は
、
中
國
を

始
め
、
少
く
と
も
中
国
考
古
学
に
関
す
る
限
り
は
、

余
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
点
で
は
、
新
し

い
研
3
6
方
法
を
拓
い
た
人
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

㌔
り
。

　
さ
て
こ
の
「
申
国
文
明
的
開
始
」
は
、
以
上
の
よ

う
に
、
中
国
考
古
学
の
最
も
優
れ
た
研
究
者
の
一
人

で
あ
る
李
済
氏
が
、
一
九
五
四
年
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー

財
団
の
招
き
で
、
ア
メ
リ
カ
と
メ
キ
シ
コ
を
訪
問
し

た
際
行
っ
た
三
つ
の
講
演
を
ま
と
め
、
補
足
し
て
出

版
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
次
の
三
つ
の
部
分
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
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書評と紹介

類
学
的
に
中
国
文
明
の
中
心
舞
台
を
考
え
、
股
の
文

化
を
そ
の
舞
台
の
上
で
考
え
よ
う
と
す
る
。
中
国
に

於
け
る
人
類
の
生
存
は
、
シ
ナ
ソ
ト
ρ
プ
ス
・
ペ
キ

ネ
ン
シ
ス
が
最
も
早
い
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

形
態
的
に
現
在
の
中
国
人
と
結
び
つ
く
の
は
、
同
じ

周
口
端
の
山
頂
洞
か
ら
発
見
さ
れ
た
、
旧
石
器
時
代

人
一
山
鼻
輪
人
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
特
徴
は

シ
ャ
ベ
ル
状
前
歯
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
人
種
は
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
で
あ
り
、
新
石
器
時
代

か
ら
毅
を
通
し
て
現
在
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て

中
国
人
の
祖
先
は
こ
の
モ
、
ン
ゴ
ロ
イ
ド
で
あ
る
と
と

も
に
、
こ
の
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
は
ウ
ラ
ル
山
脈
の
東
に

展
開
し
て
い
る
。
か
く
し
て
中
国
文
明
の
大
き
な
背

景
が
設
定
さ
れ
る
。
次
に
新
石
器
時
代
に
な
る
と
、

先
づ
彩
陶
が
あ
ら
わ
れ
る
。
　
こ
れ
は
東
は
大
行
山

脈
、
西
は
渡
関
に
至
る
黄
河
流
域
に
集
中
し
て
出
現

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
の
山
東
を
中
心
と
し
て
黒

陶
の
交
渉
が
あ
る
。
安
陽
の
逆
心
で
発
見
さ
れ
た
層

位
関
係
か
ら
す
る
と
、
彩
陶
文
化
が
古
く
、
黒
陶
交

化
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
そ
の
後
に
股
の
文
化
が
あ
ら
わ

れ
る
。
而
か
も
、
股
の
交
化
は
、
黒
陶
の
文
化
に
関

係
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
然
し
こ
こ
で
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
黒
陶
文
化
と
股
の
文
化
と

で
は
六
つ
の
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。
1
、
陶
羅
の

製
作
に
新
し
い
発
展
が
あ
る
こ
と
1
器
形
の
上
で

は
九
つ
の
新
し
い
形
式
が
出
現
す
る
。
2
、
利
器
。

虚
器
の
青
銅
に
よ
る
鋳
造
。
3
、
高
度
に
発
達
し
た

文
字
の
使
用
。
4
、
蚕
室
を
作
っ
て
埋
葬
す
る
方
法

と
人
聞
を
犠
牲
に
使
用
す
る
こ
と
。
5
、
戦
車
ー
チ

ャ
リ
オ
ッ
ト
の
使
用
。
6
、
進
歩
し
た
石
彫
品
の
存

在
。
こ
の
六
つ
は
、
い
つ
れ
も
黒
陶
文
化
に
は
見
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
股
の
文
化
を
考
え
る

際
に
は
、
こ
の
六
点
を
綜
合
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
勿
論
股
の
文
化
に
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
新

石
器
時
代
の
文
化
の
伝
統
が
う
け
つ
が
れ
て
い
る
。

i
こ
れ
は
人
種
的
に
見
て
も
当
然
で
あ
る
。
然
し

彩
陶
の
文
化
と
は
全
く
相
違
す
る
様
相
を
示
し
て
い

る
し
、
ま
た
黒
陶
の
文
化
と
も
完
全
に
は
一
致
し
な

い
。
而
か
も
こ
の
六
つ
の
点
で
股
の
文
化
の
先
行
形

態
は
、
こ
の
東
ア
ジ
ア
で
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
と
す

る
と
、
当
然
、
他
の
地
域
の
文
化
と
の
接
触
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
が
第
一
の
講
演
の
要
旨
で
あ
る
。
第
二
の
講

演
は
、
こ
の
問
題
を
更
に
検
討
す
る
た
め
に
行
わ
れ

た
も
の
で
、
各
種
の
遺
物
を
個
別
的
に
、
他
の
文
明

と
比
較
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
内

底
中
央
に
垂
直
に
五
つ
手
を
つ
け
た
陶
生
は
、
そ

の
形
態
の
み
を
見
れ
ば
、
モ
ヘ
ソ
ジ
ヌ
。
ダ
ロ
や
ジ

ャ
ム
デ
ッ
ト
・
ナ
ス
ル
の
同
様
な
壷
と
類
似
す
る
。

こ
れ
は
西
方
の
文
化
と
の
接
触
を
示
す
か
も
し
れ
な

い
。
或
い
は
、
饗
…
蟹
文
で
装
飾
し
た
骨
製
の
柄
は
、

そ
の
文
様
の
配
置
方
法
で
、
カ
ナ
ダ
の
西
北
海
岸
に

住
む
エ
ス
キ
モ
ー
の
ト
ー
テ
ム
・
ポ
ー
ル
と
類
似
す

る
。
従
っ
て
、
世
界
の
遠
隔
地
の
間
の
類
似
は
、
長

い
期
間
の
間
に
何
か
の
文
化
的
接
触
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
然
し

こ
う
い
っ
た
事
を
考
え
る
に
は
、
そ
の
二
つ
の
文
化

の
問
に
介
在
す
る
地
域
の
研
究
が
進
ま
な
け
れ
ば
、

確
実
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
中
国
の
東
部
や
南

部
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
侯
家
荘
と

小
堂
と
か
ら
出
土
し
た
、
石
製
の
入
間
の
坐
像
が
あ

る
。
そ
の
な
か
で
小
屯
か
ら
出
た
坐
像
の
文
様
は
、

黒
陶
文
化
の
も
の
に
極
め
て
類
似
し
、
ま
た
そ
の
坐

り
方
は
、
黒
陶
文
化
の
地
域
に
歴
史
時
代
に
入
っ
て

か
ら
住
ん
で
い
た
東
夷
の
習
慣
と
同
じ
で
あ
る
。
然

し
、
衣
服
そ
の
も
の
は
、
策
方
系
の
も
の
と
は
非
常

な
相
違
が
あ
る
。
従
っ
て
簡
単
に
東
方
的
要
素
一
黒

陶
文
化
の
要
素
の
み
を
股
文
化
の
基
盤
に
概
く
こ
と

は
出
来
な
い
。
ま
た
動
物
な
ど
に
は
南
方
的
要
素
が

強
い
が
、
ま
た
北
方
的
な
も
の
も
あ
る
。
或
い
は
米

の
栽
培
に
お
い
て
も
、
米
そ
の
も
の
は
南
方
の
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
栽
培
方
法
は
当
時
に
は
黄
河
流
域
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で
、
ず
っ
と
進
歩
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ

て
こ
う
い
う
面
で
も
、
簡
単
に
、
股
の
文
化
は
．
南
方

系
と
い
5
こ
と
は
出
来
な
い
。
第
一
の
講
演
で
と
り

あ
げ
た
六
つ
の
要
素
の
う
ち
、
青
銅
器
は
最
も
人
目

を
ひ
く
が
、
そ
の
鋳
造
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
も
、

銅
や
錫
の
鉱
石
を
遠
く
か
ら
運
ぶ
必
要
は
な
い
。
山

陽
を
中
心
と
し
た
三
百
粁
の
範
囲
で
需
要
を
満
た
し

得
る
一
i
こ
れ
は
天
野
元
之
助
博
士
の
説
に
よ
っ
た

も
の
で
あ
る
。
而
か
も
、
股
の
文
化
に
先
行
す
る
時

代
の
中
国
に
は
銅
器
は
な
く
、
西
方
と
の
接
触
と
い

う
点
で
も
地
域
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
従
っ
て
、

先
の
六
点
を
合
せ
た
股
の
交
化
は
多
様
な
外
文
化
と

の
接
触
を
一
方
で
暗
示
し
な
が
ら
、
而
か
も
独
特
な

性
格
を
も
つ
て
い
る
。
故
に
股
文
化
に
先
立
つ
時
代

を
中
国
の
な
か
に
、
求
め
る
こ
と
が
、
第
一
の
問
題

と
な
っ
て
来
る
。
こ
う
し
て
提
起
さ
れ
た
問
題
が
、

第
三
の
↓
げ
Φ
切
目
O
口
N
①
跨
σ
q
①
o
h
O
げ
ぼ
効
の
出
発

点
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
第
三
の
講
演
は
、
以
上
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め

に
、
ま
ず
文
化
の
舞
台
を
安
陽
小
止
の
毅
虚
に
限
定

す
る
。
股
虚
の
発
掘
に
よ
る
と
、
配
膳
の
層
位
関
係

は
、
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
毅
虚
に
は
、
紀
元
前
一
三
八
四
年
に
般
庚
が
遷
都

し
て
来
る
以
前
に
、
す
で
に
股
の
文
化
を
も
つ
た
住

民
（
表
の
2
）
が
や
っ
て
来
て
い
た
（
般
庚
遷
都
の

年
は
董
作
賓
氏
の
説
に
よ
る
）
。
　
こ
の
前
後
二
つ
の

．
時
代
を
区
別
す
る
方
法
は
、
愚
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方
法
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o
ω
学
ゲ
曽
昌
σ
q
み
．
離

】）

曹
ﾚ
σ
q

い
餌
紳
Φ
累
Φ
O
口
紳
ず
一
〇

d
も
8
0
σ
9
σ
焦
叶
．

　
H
ω
o
◎
μ
切
・
O
・

O
簿
’
一
ω
Q
◎
心
山
日
回
目
b
d
・
O
．

H
陣
μ
H
　
じ
d
●
0
6

を
つ
き
固
め
た
床
を
つ
く
り
、
家
屋
を
建
て
る
方
法

で
あ
る
）
。
　
こ
の
先
王
朝
時
代
の
股
の
遺
蹟
に
は
、

一
般
的
に
見
て
こ
の
方
法
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
出

来
る
。
従
っ
て
秀
土
穿
よ
り
下
膚
の
竪
穴
か
ら
出
土

す
る
も
の
は
、
先
王
朝
時
代
の
遣
物
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
更
に
古
い
黒
陶
の
文
化
と
は
明
ら
か
に
空
蝉
し

て
、
股
の
特
色
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

王
朝
時
代
の
股
に
比
較
し
て
、
古
い
段
階
の
股
丈
化

を
見
出
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
す
で
に
こ
の
段
階
に

少
数
な
が
ら
青
銅
器
が
あ
る
。
こ
の
青
銅
器
と
、
王

朝
時
代
の
も
の
を
比
較
し
て
銅
器
の
形
態
的
変
遷
を

も
た
ど
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
特
殊
な
祭
器

で
あ
る
葬
器
よ
り
も
、
日
常
に
使
用
し
た
で
あ
ろ
う

利
器
を
標
準
と
す
る
ほ
う
が
確
実
で
あ
る
。
さ
ら
に

小
屯
か
ら
発
見
さ
れ
た
二
つ
の
時
代
の
垂
範
を
比
較

し
て
、
鋳
造
技
術
の
進
歩
も
同
じ
よ
う
に
あ
と
づ
け

る
こ
と
が
出
来
た
。
然
し
、
青
銅
技
術
の
起
源
を
考

え
る
と
な
る
と
、
先
王
朝
時
代
の
前
を
考
え
る
必
要

が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
も
っ
と
広
い
地
域
が
科
学
的

に
調
査
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
と
も
か
く
青
銅

の
狡
術
の
真
の
意
味
の
起
源
は
不
明
で
あ
る
が
、
股

虚
の
発
掘
と
研
究
之
に
よ
っ
て
、
先
王
朝
時
代
の
文

化
に
は
す
で
に
、
鋳
造
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
か
め
ら
れ
、
そ
れ
以
後
西
周
か
ら
戦
国
時
代
に
か
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書評と紹介
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①
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①
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⇔
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ω
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黛
Ω
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H
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9
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σ
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動
議
艦
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国
ω
貯
み
の
．
q
⇔
　
崇
オ
．
　
　
○
げ
帥
昌
－
寓
ω
δ
昌
　
義
麺
（
笈
護
識
y
　
　
O
げ
。
¢
　
茜
9

　
ω
ぴ
9
δ
嵩
壱
㌶
o
－
o
ぎ
ロ
　
二
二
機
眉
曽
　
　
○
ぴ
学
口
の
δ
鵠
　
黛
満
（
鉋
論
践
）
　
　
い
冷
房
－
ぎ
　
蕩
製
翻

　
瓢
三
口
ω
δ
誹
　
誉
麺
（
薗
副
鵡
）
矯
　
丙
．
8
囚
¢
け
σ
q
O
ぼ
　
罎
H
讃
（
函
詳
）

け
て
、
粛
1
4
銅
器
は
鋳
造
技
術
。
形
態
と
も
に
発
展
す

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
上
の
表
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
大
体
の
要
旨
を
紹
介
し
た
。
こ
こ

に
書
か
れ
て
い
る
殿
を
中
心
と
し
た
中
国
古
代
文
明

の
概
観
は
、
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、
長
い
研
究

期
聞
と
す
ぐ
れ
た
業
績
を
発
表
し
た
李
井
井
の
、
古

代
観
を
ま
と
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ

の
意
味
で
夢
話
氏
の
個
々
の
論
交
に
は
、
背
後
に
あ

っ
て
あ
ら
わ
れ
な
い
考
え
が
豊
富
に
語
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
股
文
化
の
特
質
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る

も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
書
物
は
、
専
門
の
考

古
学
者
に
と
っ
て
は
、
著
者
の
幾
多
の
論
文
を
全
体

と
し
て
検
討
す
る
際
に
は
一
i
単
に
氏
の
論
文
の
み

で
な
く
、
股
交
化
の
意
義
を
考
え
る
に
も
必
読
の
書

で
あ
る
と
と
も
に
、
　
今
後
新
し
く
中
国
の
古
代
史

1
！
先
史
時
代
を
も
含
め
て
一
の
研
究
に
従
事
し

よ
う
と
す
る
人
に
は
、
股
の
文
化
を
中
心
と
し
た
多

方
面
の
問
題
点
を
整
理
し
て
あ
る
点
で
、
よ
き
入
門

書
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
著
春
ら
中
央
研
究
院
の
大
多
数
の
人
が
大
陸
を
去

っ
た
の
ち
、
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
を
申
心
と
し

た
幾
多
の
発
掘
に
よ
っ
て
新
し
い
事
実
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
例
え
ば
彩
陶
か
ら
黒
陶
へ
、
更
に
股
へ
と

い
う
一
貫
し
た
陶
器
の
発
展
が
河
南
を
中
心
と
し
た
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地
域
で
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
出

来
る
。
こ
う
い
っ
た
点
で
は
李
済
氏
の
使
用
す
る
資

料
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
股
の
文
化
の

多
様
性
を
認
め
つ
つ
も
、
や
は
り
西
の
彩
陶
に
対
し

　
　
ゅ
　
　
　
む
　
む
セ
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む

て
、
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
東
の
黒
陶
の
影
響
を

強
く
考
え
よ
う
と
す
る
点
は
、
訂
正
を
必
要
と
す
る

で
あ
ろ
う
。
然
し
銅
器
だ
と
か
、
甲
骨
文
な
ど
の
出

現
の
も
つ
意
義
は
、
鄭
州
の
股
の
遺
蹟
の
発
見
に
よ

っ
て
、
小
屯
よ
り
多
少
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
而
か
も
鄭
州
の
こ
れ
ら
の
遺

物
が
や
は
り
完
成
形
し
か
見
当
ら
な
い
こ
と
を
考
、
兄

る
と
、
依
然
と
し
て
毅
文
化
の
大
き
な
問
題
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
点
で
、
李

済
民
の
提
出
し
た
股
の
六
つ
の
要
素
の
組
合
せ
が
、

何
時
何
処
で
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
出
来
上
っ
た

と
い
う
問
題
は
、
研
究
者
が
堂
…
に
考
え
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
書
に
は
す

ぐ
れ
た
股
虚
遺
物
の
写
真
が
豊
富
に
揃
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
附
記
し
よ
う
。

　
な
お
本
書
に
は
多
数
の
参
考
文
献
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
　
そ
の
目
録
に
見
ら
れ
な
い
李
氏
の
研
究

で
、
本
書
と
関
係
の
深
い
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。

　
般
虚
器
物
甲
編
陶
器
上
冊
一
九
五
七
年
、
台
北

殿
虚
白
陶
発
展
之
程
序
（
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
第

二
十
八
本
下
冊
）

　
奪
権
有
刃
石
器
図
説
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研

究
所
集
刊
第
二
十
三
本
下
土
）
　
脆
書
舗
贈
与
箕
鋸

（
歴
史
語
言
研
究
所
轡
型
第
二
十
四
本
）

　
三
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魅
β
σ
q
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中
央
研
究

院
院
刊
第
一
輯
、
一
九
五
四
年
、
台
北
）

（
本
文
五
九
頁
図
版
五
〇
）
一
伊
藤
　
道
治
一

（
八
六
頁
の
つ
づ
き
）

山
村
性
格
の
推
計
学
的
考
察
　
　
　
佐
々
木
清
治

　
－
…
大
井
川
上
流
井
川
村
一

陸
前
大
島
の
半
農
半
漁
構
造
　
　
　
大
村
　
　
肇

日
本
沿
海
集
落
の
一
ケ
ー
ス
　
　
　
画
岡
　
政
喜

志
摩
半
島
真
珠
養
殖
業
に
お
け
る
工
業
立
地
的

考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
上
啓
男

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
の
水
産
業
　
　
伊
藤
　
久
雄

以
西
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
根
拠
地
の
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
井
　
彼
告

新
漁
法
の
導
入
に
よ
っ
て
完
全
組
合
自
営
を

　
採
用
し
た
漁
村
　
　
　
　
　
　
　
藪
内
　
芳
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
典
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柿
本

手
漉
和
紙
工
業
の
残
存
と
立
地
　
小
池
洋
一

水
車
動
力
か
ら
近
代
的
動
力
へ
の
推
移
に
み
ら

　
れ
た
二
三
の
特
相
　
　
　
、
　
　
　
末
尾
　
至
当

信
州
諸
盆
地
に
函
4
0
け
る
工
場
工
業
の
受
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
葉
　
徳
爾

江
東
地
区
工
業
の
地
域
構
造
　
　
　
菊
地
　
一
郎

東
北
地
方
の
行
商
一
活
動
　
　
　
　
　
高
橋
　
幹
雄

宗
教
受
容
に
お
け
る
地
域
性
の
問
題

　
一
群
馬
県
の
キ
リ
ス
ト
教
　
　
徳
久
　
珠
朗

近
代
的
交
通
機
関
の
地
域
的
類
型
　
堀
川
　
　
侃

サ
ン
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
B
本
人
人
口
の
変
貌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岸
本
　
治
子

啓
蒙
時
代
の
地
理
意
識
　
　
　
　
　
金
子
　
　
廉

　
ー
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
印
度

イ
ラ
ン
に
お
け
る
カ
ナ
ッ
ト
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
堀
　
　
巌

考
古
挙
関
係

和
歌
山
市
大
谷
・
大
谷
古
墳
の
調
査

　
　
十
二
月
十
五
日
一
一
月
十
三
日
。
京
都
大
学

　
樋
口
隆
康
助
教
授
を
主
査
と
し
、
考
古
学
教
室

　
員
、
国
学
院
大
学
金
谷
克
巳
氏
が
発
掘
に
参
加
し

　
た
。
長
さ
二
・
九
米
、
幅
一
・
六
米
の
凝
灰
岩
製

　
組
合
家
形
石
棺
を
主
体
と
す
る
前
方
後
円
墳
で
、

　
棺
内
．
は
す
で
に
盗
掘
さ
れ
て
い
た
が
、
金
・
銀
。

　
金
銅
製
装
身
具
、
自
彊
、
桂
甲
、
直
刀
な
ど
の
残

　
片
を
残
し
、
棺
外
の
両
端
部
か
ら
は
、
木
箱
に
収

　
め
た
金
銅
あ
る
い
は
鉄
製
の
馬
具
、
短
甲
、
矛
な

　
ど
が
発
見
さ
れ
た
。
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