
書

か
と
思
う
と
、
お
気
の
襟
で
あ
っ
た
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

重
ね
て
串
述
べ
る
が
、
法
規
史
の
研
究
は
、
法
制
史
の
研
究
の
基
礎
工
作
と
し

て
大
切
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
が
法
制
史
の
研
究
で
あ
る
と
考
え
て

は
な
ら
な
い
。
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
人
々
の
生
活
意
識
に
シ
ン
パ
サ
イ
ズ

す
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
蒔
代
々
々
に
制
定
せ
ら
れ
た
法
を
当
時
の
人
々
が

ど
う
受
取
つ
た
か
、
ま
た
そ
の
法
に
よ
っ
て
当
時
の
人
々
の
福
祉
が
ど
れ
だ
け

増
進
若
し
く
は
阻
害
せ
ら
れ
た
か
が
わ
か
っ
て
こ
そ
、
真
の
法
制
史
で
あ
る
。

法
制
史
学
も
、
今
や
従
来
の
縢
を
噛
む
よ
う
な
法
規
史
の
研
究
か
ら
脱
却
し
て
、

温
い
血
の
通
っ
た
法
律
生
活
史
に
遙
讃
し
て
ゆ
く
時
期
に
到
達
し
か
け
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
◆

　
水
戸
部
氏
は
、
こ
の
研
究
を
大
成
せ
ら
れ
る
に
当
っ
て
、
平
安
中
期
よ
り
超

越
初
期
に
至
る
大
量
の
史
料
に
眼
を
通
さ
れ
た
と
思
う
。
噴
霧
巻
末
の
引
溺
史

料
索
引
に
は
、
百
種
内
外
の
階
名
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
水
戸
部
氏
が

検
索
せ
ら
れ
た
史
料
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
検
索
し
た
が
何
の
史

料
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
文
献
が
幾
ら
あ
っ
た
か
は
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
本

書
に
載
せ
ら
れ
た
新
制
の
本
文
に
は
、
有
職
の
読
み
癖
に
よ
る
振
仮
名
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
振
仮
名
の
一
つ
に
も
多
大
の
苦
心
と
研
究
が
積
ま
れ
て

い
る
と
思
う
。
薄
く
は
こ
の
君
大
な
記
録
文
書
を
読
破
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
獲

．
ら
れ
た
知
見
を
本
と
し
て
、
泓
は
水
戸
部
氏
に
平
安
末
期
の
法
制
史
の
専
門
家

に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
、
律
令
、
式
厨
の
時
代
の
専
門
家
は
あ
っ
て

も
、
そ
の
過
渡
期
の
時
代
の
専
門
家
は
い
な
い
。
春
秋
に
富
ま
れ
る
水
戸
都
氏

に
は
、
私
の
希
望
を
叶
え
て
下
さ
る
能
力
は
充
分
あ
る
と
期
待
し
て
い
る
。

　
（
A
5
判
二
九
二
頁
　
昭
和
三
六
年
一
一
月
　
東
京
創
交
社
刊
　
定
欄
一
二
〇

〇
円
）

清
水
盛
光

　
　
　
　
　
　
編

会
田
雄
次

封
建
社
会
と
共
同
体

井
ケ
田
良
治

瀬
　
原
　
義
　
生

　
村
落
共
同
体
の
研
究
が
学
界
の
関
心
事
と
な
っ
て
か
ら
、
す
で
に
多
数
の
研

究
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
佃
溺
的
な
村
落
の
実
体
報
告

で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
そ
の
正
反
対
に
、
強
い
理
論
的
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ

た
理
論
的
み
と
お
し
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。
と
く
に
臼
本
の
村
落
共
同
体

を
と
り
あ
つ
か
う
場
会
、
当
然
な
さ
れ
る
べ
き
ヨ
…
ロ
ッ
パ
そ
の
他
諸
地
域
の

共
同
体
と
の
比
較
は
、
・
抽
象
化
さ
れ
た
理
論
の
次
元
で
の
み
行
な
わ
れ
、
噂
実

体
的
醜
体
酌
な
比
較
は
十
分
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
日
本
の
村
落

「
共
心
体
の
構
造
的
後
進
性
と
そ
の
根
づ
よ
い
残
存
と
い
う
認
識
を
生
み
出
し
た

一
つ
の
原
動
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
争
い
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

本
書
の
よ
う
に
ひ
ろ
く
各
繭
を
対
象
と
す
る
研
究
岩
の
比
較
研
究
の
成
果
を
え

た
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
編
者
が
．
「
は
し
が
き
」
に
の
べ
て

い
る
よ
う
に
、
ま
ず
村
落
共
同
体
を
封
建
社
会
に
圏
有
な
時
代
的
特
質
を
も
つ

も
の
と
限
定
し
、
　
「
生
産
乎
段
の
共
有
な
い
し
難
壁
と
再
生
産
活
動
の
共
切
と

を
基
礎
に
し
て
結
ば
れ
た
、
小
経
営
農
艮
の
地
縁
酌
集
団
で
あ
る
」
と
包
括
的

に
定
義
す
る
。
そ
し
て
と
く
に
従
来
と
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た

「
村
落
共
同
体
と
封
建
権
力
の
あ
い
だ
の
政
治
的
な
関
係
」
に
注
騒
し
つ
つ
、

141 （141）



①
封
建
的
支
配
の
成
立
と
村
落
共
潤
体
の
趙
源
　
②
封
建
権
力
と
村
落
共
同
体

の
あ
い
だ
の
勢
力
関
係
の
変
化
に
よ
る
村
落
自
治
の
発
生
　
③
村
落
共
嗣
体
の

経
済
的
基
礎
そ
の
も
の
の
消
滅
、
と
い
う
三
つ
の
問
題
を
追
求
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
ヨ
　
　
本
　
　
繍

　
第
一
論
文
黒
田
俊
雄
「
村
落
共
同
体
の
中
世
的
特
質
」
は
そ
の
副
題
「
憲
と

し
て
領
主
綱
の
展
開
と
の
関
連
に
お
い
て
」
で
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
書
の
①

の
課
題
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
氏
は
領
主
制
を
厳
密
な
意
味
で
の
農
奴
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
」

身
分
の
農
民
を
も
ふ
く
め
て
、
地
域
的
な
ひ
ろ
が
り
の
な
か
の
全
住
斑
を
支
配

し
、
地
代
を
版
取
す
る
支
配
組
織
と
し
て
考
え
る
。
民
に
よ
れ
ば
荘
園
領
主
も

基
本
的
に
は
「
古
代
的
」
で
な
い
領
主
制
の
一
形
態
で
あ
る
が
、
村
落
支
配
の

あ
り
か
た
に
「
在
地
領
主
」
と
の
重
要
な
相
違
が
あ
り
、
区
別
さ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
氏
は
荘
園
領
主
と
村
落
共
同
体
、
在
地
領
主
と
村
落
共
穐
体
ふ

在
地
桂
寺
と
村
落
共
周
体
の
三
つ
を
個
別
的
に
検
討
し
、
中
世
村
落
の
申
世
的

特
質
を
析
出
「
し
ょ
う
と
す
る
。

　
東
大
寺
領
玉
井
荘
を
中
心
に
し
た
第
ご
章
で
は
、
ま
ず
領
主
東
大
寺
が
十
一
・

二
世
紀
に
お
い
て
も
在
地
の
用
水
の
実
態
を
ま
っ
た
く
掌
握
で
き
ず
、
そ
れ
が

も
っ
ぱ
ら
在
地
の
荘
司
・
田
堵
ら
の
み
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
九
世
紀
に
古
代
の
無
主
の
山
用
藪
沢
か
ら

「
畏
要
地
」
が
区
別
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
班
田
農
民
の
中
か
ら
罪
名
・
田
堵

層
が
成
長
し
て
ぎ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
こ
と
を
搬
優
し
、
こ
の
よ
う
な
田
堵

経
営
に
寄
生
し
地
子
・
供
御
を
収
製
す
る
荘
園
は
、
村
落
共
同
体
を
基
礎
と
し

て
い
な
い
か
ら
、
在
地
の
具
体
的
な
問
題
を
解
決
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
勿
論
、
他
庄
と
の
争
い
に
際
し
「
御
庄
近
隣
の
山
」
「
御
領
の
由
」

と
称
さ
れ
る
の
は
、
実
は
、
播
磨
の
小
犬
丸
保
の
場
合
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
な

農
民
脅
身
の
小
経
営
の
成
立
と
そ
の
共
用
地
の
成
立
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
し

か
し
、
田
堵
・
倥
畏
の
小
経
営
の
成
立
は
そ
の
ま
ま
村
落
共
同
体
の
形
成
を
結

果
す
る
の
で
は
な
く
、
田
堵
届
の
家
父
長
酌
奴
隷
制
を
㌦
本
質
に
も
つ
「
富
豪
の

輩
扁
と
多
数
の
弱
小
農
民
へ
の
分
解
が
農
奴
舗
・
領
主
制
の
成
立
へ
と
結
果
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
村
落
共
溝
体
が
成
立
す
る
。
氏
は
こ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
第
三
章
で
、
在
地
領
主
の
直
接
経
営
の
展
麗
と
し
て
村
落
が
形
成
さ
れ

る
場
合
を
村
落
共
圃
体
成
立
の
基
本
的
な
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
三
入
荘

．
の
地
頭
熊
谷
氏
の
支
配
は
保
有
農
民
化
し
つ
つ
あ
る
下
人
を
支
配
す
る
地
頭
門

田
畠
の
支
配
を
基
軸
に
、
地
頭
名
の
農
奴
支
配
、
さ
ら
に
百
姓
名
の
領
主
的
支

配
へ
と
展
開
し
て
お
り
こ
れ
が
当
縛
の
村
落
の
姿
で
あ
っ
た
。
共
融
体
の
祭
紀

も
地
頭
支
配
の
一
環
に
組
織
さ
れ
、
農
民
の
共
用
地
利
用
も
ま
た
領
主
経
営
の

一
端
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
氏
に
よ
れ
ば
「
ま
さ
に
村
落
共
同
体
の

機
構
の
一
部
が
地
頭
の
経
営
臓
支
配
に
つ
つ
み
こ
ま
れ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
一

三
世
紀
の
所
領
の
分
割
に
際
し
、
名
単
位
、
農
異
の
傑
有
地
単
位
の
分
割
か
ら

地
域
的
分
電
に
変
化
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
領
主
支
配
が
、
人

格
支
配
か
ら
土
地
の
支
配
へ
、
経
営
蔓
性
絡
よ
り
は
領
有
的
性
格
へ
と
発
展
し

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
所
領
分
翻
は
領
有
権
の
二
分
割
、
地
主
的
小
所
領

の
分
割
の
結
合
と
し
て
惣
領
制
を
持
続
さ
せ
、
南
北
朝
以
後
は
村
落
支
配
酌
な

小
領
主
連
合
に
ま
で
す
す
む
の
で
あ
る
。
こ
の
三
入
塾
の
例
を
氏
は
領
主
の
在

地
里
住
と
小
所
領
的
経
営
の
ゆ
え
に
、
い
わ
ゆ
る
村
落
自
治
の
成
立
し
な
か
っ

た
例
と
し
、
村
落
自
治
の
成
立
の
問
題
を
畿
内
先
進
地
帯
の
在
地
社
寺
と
村
落

の
関
係
に
求
め
る
。
第
四
章
で
、
山
城
禅
定
寺
、
摂
津
の
叡
福
寺
、
近
江
の
多

賀
神
社
、
大
島
奥
津
島
神
社
の
諸
座
を
検
討
し
た
氏
は
、
農
厩
酌
な
宮
座
と
領
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評
婁1：

．口’

霊
的
な
宮
座
の
二
形
態
を
抽
出
し
、
さ
ら
に
農
民
的
な
宮
座
は
重
層
的
な
関
係

を
も
ち
、
こ
の
村
落
の
座
的
樽
成
を
こ
そ
中
世
村
落
の
基
本
酌
性
格
と
す
べ
き

だ
と
主
張
す
る
。
荘
園
領
主
が
封
建
酌
領
主
豹
性
格
を
つ
よ
め
つ
つ
あ
る
中
世

に
お
い
て
、
自
由
農
民
豹
性
格
を
の
こ
し
つ
つ
隷
属
農
霊
化
し
つ
つ
あ
る
農
畏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
村
落
共
岡
体
、
こ
れ
が
中
世
の
村
落
共
同
体
で
あ
る
。
そ
し
て
畿
内
に
お
け

る
早
期
の
村
落
自
治
と
は
、
所
詮
在
地
領
主
た
り
え
ぬ
荘
園
領
主
の
荘
園
の
中

で
、
領
主
の
所
領
支
配
権
・
検
断
権
の
一
部
を
集
膨
的
に
取
得
し
た
近
畿
農
村

の
特
殊
曲
早
熟
的
状
態
で
あ
る
。
以
上
が
氏
の
所
論
の
概
要
．
で
あ
る
。

　
筑
の
基
本
的
な
考
え
方
は
既
に
発
表
さ
れ
た
他
の
諸
論
文
に
の
べ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
関
係
す
る
限
り
で
い
え
ば
、
封
建
制
の
成
立
を
、
奴
隷
の
農
奴

へ
の
進
化
の
側
面
の
み
で
な
く
、
自
由
農
民
の
階
層
分
化
と
統
一
酌
に
と
ら
え

て
把
握
す
べ
し
と
い
う
主
張
が
そ
の
根
抵
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
農
奴
制

の
成
立
・
農
民
小
経
営
の
成
立
を
み
る
場
合
、
過
渡
的
に
小
経
営
の
中
に
家
内

奴
隷
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
毫
も
農
奴
制
が
成
立
し
た
と
す
る
さ
ま
た
げ
に

な
ら
な
い
し
、
家
内
奴
隷
を
従
え
た
愚
論
を
支
配
す
る
領
主
制
を
封
建
的
領
主

欄
と
称
し
て
も
よ
い
と
す
る
議
論
が
生
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
教

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
今
後
多
く
の
議
論
を
生
む
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
い

く
つ
か
の
希
望
を
の
べ
れ
ば
、
一
つ
に
は
、
田
堵
経
営
成
立
以
前
の
共
同
体
、

原
始
的
ま
た
は
古
代
曲
共
同
体
と
の
差
異
と
構
造
的
歴
史
酌
関
連
に
つ
い
て
ふ

れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
包
括
酌
に
村
落
共

同
体
の
特
質
を
抽
出
す
る
こ
と
に
努
力
さ
れ
た
結
果
、
平
安
蒋
代
か
ら
室
町
に

い
た
る
全
期
間
を
自
由
農
民
の
両
極
分
解
と
家
内
奴
隷
の
保
有
農
民
化
の
統
一

的
過
程
と
い
う
一
僅
線
の
過
程
と
し
て
の
み
と
ら
・
〃
ん
ち
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
も

し
、
氏
が
封
建
制
の
成
立
を
鎌
倉
期
以
前
に
お
く
な
ら
ば
、
成
立
以
後
、
江
戸

時
代
の
封
建
制
に
い
た
る
過
程
を
そ
れ
以
前
と
は
質
的
に
ち
が
っ
た
購
造
的
変

化
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
領

主
所
領
の
畏
民
保
有
地
単
位
の
分
割
か
ら
地
域
的
分
割
へ
の
変
化
も
、
農
業
経

営
自
体
の
構
…
造
的
変
化
と
の
関
連
で
と
ら
え
て
ほ
し
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
本

論
の
範
囲
の
外
で
あ
り
、
氏
が
後
田
の
機
会
に
の
こ
さ
れ
た
問
題
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
だ
け
に
今
後
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
二
論
文
、
宮
川
満
「
村
落
共
同
体
の
近
世
的
展
開
」
は
、
第
一
論
文
の
あ

と
を
う
け
て
、
越
前
国
岡
本
村
の
中
世
末
期
か
ら
近
世
前
期
に
か
け
て
の
分
析

で
あ
る
。
す
で
に
小
葉
田
淳
教
授
編
著
『
岡
本
村
史
』
に
詳
細
な
歴
史
的
叙
述

が
あ
り
、
こ
こ
で
は
も
つ
ぼ
ら
村
落
共
同
体
の
構
造
と
対
領
主
関
係
に
焦
点
が

し
ぼ
ら
れ
て
い
る
。

　
氏
は
ま
ず
、
中
世
末
期
に
小
農
民
の
成
長
・
職
の
分
化
に
対
応
し
て
村
ご
と

に
自
治
村
落
と
し
て
の
惣
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
氏
は
荘
園

領
主
体
制
的
な
名
主
・
作
務
職
の
最
勝
的
外
被
を
は
ぎ
と
り
、
当
馬
の
惣
が
、

①
加
地
子
取
得
の
有
力
農
民
、
②
血
縁
ま
た
は
雰
血
縁
の
小
経
営
潜
か
ら
賦
役

を
収
取
す
る
有
力
農
民
、
③
独
立
小
農
民
、
④
有
力
志
望
の
賦
役
経
営
に
参
加

す
る
小
農
畏
か
ら
な
り
、
②
と
④
と
の
間
に
族
縁
轟
轟
体
関
係
が
あ
っ
た
と
主

張
す
る
。
薄
葬
の
惣
は
、
加
地
子
名
主
職
の
領
主
へ
の
集
中
の
結
果
、
有
力
農

畏
と
小
農
と
が
対
領
主
関
係
に
お
い
て
共
通
の
利
害
関
係
に
立
ち
、
と
も
に
結

束
し
て
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
入
り
組
み
支
配
、

散
が
か
り
支
配
関
係
は
こ
れ
ら
惣
の
発
達
に
と
っ
て
政
治
的
な
欄
約
と
な
っ
て

い
た
。
太
閤
検
地
は
こ
れ
に
決
定
酌
変
化
を
与
え
た
。
太
閤
検
地
は
中
世
的
な

複
雑
な
占
有
関
係
を
一
掃
し
、
名
主
的
・
地
主
酌
占
有
を
否
定
し
、
作
人
的
占

有
の
み
を
認
め
た
。
つ
ま
り
、
村
落
共
同
体
員
の
経
営
や
家
族
構
成
を
薩
接
か
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え
た
の
で
は
な
く
、
占
有
関
係
を
整
理
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
結
果

村
落
共
同
体
の
欝
造
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
村
は
居
屋
敷
を
も
つ
頭
分
の
百
姓

た
る
大
目
、
屋
敷
贔
を
も
つ
雑
蒙
百
姓
た
る
中
図
、
畠
の
み
を
も
つ
水
呑
百
姓

小
厨
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
他
に
部
屋
住
が
い
る
。
太
閤
検
地
は
こ
の
大

目
・
中
屡
・
小
目
を
金
部
高
金
百
姓
と
し
、
そ
の
限
り
小
農
斑
保
護
の
一
薦
を

も
つ
た
と
評
価
さ
れ
る
。
こ
れ
に
照
応
し
て
村
の
自
治
的
機
能
は
領
主
の
行
政

的
機
能
へ
く
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
氏
は
さ
ら
に
近
世
前
期
の
岡
本
村
を
検

討
し
、
各
部
落
が
経
半
円
的
条
件
に
よ
り
遅
速
の
差
は
あ
っ
て
も
、
元
禄
・
享
保

期
ま
で
に
、
高
持
と
水
呑
と
い
う
新
し
い
階
麟
に
分
解
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
そ
れ
に
照
応
し
て
、
領
主
側
は
身
分
的
統
制
を
強
化
し
、
哀
傷
農
民
の
そ

れ
以
上
の
変
質
を
阻
止
し
よ
う
と
し
、
収
取
を
強
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
の
べ

た
あ
と
、
村
自
体
の
機
能
も
、
積
極
的
∵
能
動
的
・
対
抗
的
で
あ
っ
た
も
の
が

消
極
的
・
受
動
酌
・
順
芯
酌
に
な
り
、
行
政
村
的
難
格
を
つ
よ
め
た
と
主
張
す

る
。
最
後
に
近
世
中
期
の
各
村
の
騒
動
が
、
有
力
農
民
か
ら
共
間
体
的
制
約
を

う
け
て
い
た
小
農
昆
の
成
長
に
も
と
つ
く
村
落
共
岡
体
の
転
換
期
の
到
来
を
示

し
、
封
建
制
の
危
機
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
て
稿
を
と
じ
て
い

る
。
氏
の
所
論
は
す
で
に
大
著
『
太
閤
検
地
論
点
に
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、

岡
本
村
に
つ
い
て
は
『
岡
本
村
史
』
が
あ
る
の
で
、
こ
の
論
文
の
み
で
敢
え
て

諭
評
は
で
き
な
い
が
、
二
三
の
注
文
を
い
わ
せ
て
い
た
だ
く
。
一
つ
に
は
村
落

の
白
同
治
的
機
能
の
行
政
的
機
能
へ
の
転
換
、
消
極
的
か
ら
積
極
酌
へ
と
い
う
の

は
、
詳
細
な
村
落
梅
造
の
分
析
の
結
果
と
し
て
は
余
り
に
も
平
板
で
あ
る
。
こ

れ
は
構
造
・
機
能
と
い
う
論
文
叙
述
の
機
械
的
「
節
」
立
て
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
読
看
の
希
望
と
し
て
は
、
『
岡
本
村
史
』
と
の
霊
複
を
心
配
さ
れ
ず
、

擾
業
経
営
の
構
造
的
変
化
と
、
村
落
共
岡
体
の
存
在
理
由
の
変
質
、
山
並
粥
の

実
態
、
さ
ら
に
、
領
主
の
対
応
を
有
機
的
に
統
一
し
て
叙
述
し
大
胆
な
仮
説
を

も
提
無
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
第
二
に
資
料
の
制
約
も
あ
ろ
・
γ
が
、
中
世
の
惣
と
、

中
世
末
期
以
来
の
小
部
落
の
村
落
共
同
体
と
が
、
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
あ
い

を
も
っ
て
い
た
の
か
、
お
そ
ら
く
重
層
的
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
が
第
一
論
文
の

中
世
の
座
の
重
層
的
関
係
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
を
明
ら

か
に
し
て
共
襟
研
究
の
内
容
を
生
か
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
第
三
に
、
太
閤
検
地

段
階
の
大
欝
・
中
綿
・
小
回
に
よ
る
村
落
構
造
は
基
本
的
に
は
中
世
駒
な
の
か
、

ま
た
は
近
世
的
　
な
の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
族
縁
共
無
体
醗
構
成
の
存
続
な
の

か
、
・
残
存
な
の
か
、
こ
の
点
こ
そ
が
太
閤
検
地
の
評
価
の
か
な
め
で
あ
る
が
著

蒲
は
ど
ち
ら
と
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
不
明
確
さ
は
畢
党
、
族
縁
共
重
体
と
い
う

著
者
の
類
型
規
定
が
、
家
父
長
捌
的
経
営
か
ら
小
帯
留
へ
の
過
渡
的
現
象
を
、

別
の
独
立
し
た
一
段
階
と
し
て
類
型
化
し
た
と
こ
ろ
が
ら
く
る
と
思
う
が
、
い

か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
三
論
文
前
田
正
治
「
法
と
村
落
共
同
体
扁
は
、
疵
の
長
年
の
研
究
た
る
近

世
村
法
、
と
く
に
そ
の
共
岡
体
規
制
の
性
格
を
制
裁
を
通
じ
て
検
討
し
、
領
主

法
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
領
主
の
刑
罰
権
と
村
の
制
裁
権
の
関
係

が
黙
示
的
委
無
と
黙
認
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
が
氏
の
主
張
で
あ
る
が
、
そ

の
詳
細
な
五
型
は
法
制
進
学
会
縮
『
刑
罰
と
国
家
権
力
ド
細
所
収
の
氏
の
論
文
に

あ
る
の
で
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
。
村
法
を
麺
じ
て
あ
ら
わ
れ
る
村
落
共
継
体
の

具
体
的
活
動
の
様
態
を
知
り
え
て
興
味
深
い
。
で
き
れ
ば
江
戸
特
代
全
体
の
村

童
造
の
変
化
に
対
応
し
て
、
村
法
に
あ
ら
わ
れ
る
村
落
舞
岡
体
の
機
能
が
変
化

す
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
地
域
的
乃
至
は
経
済
的
な
村
柄
の
差
異
に
よ
っ
て
村

法
自
体
が
分
類
で
ぎ
な
い
も
の
か
、
戦
後
の
社
会
経
済
史
研
究
の
成
果
と
ど
こ

で
か
か
わ
り
あ
う
の
か
を
今
後
御
敦
黒
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
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評欝

　
第
四
論
文
太
田
武
男
門
村
落
共
一
体
と
村
制
裁
」
は
、
但
馬
の
臓
三
宅
村
の

大
己
貴
講
の
実
態
分
析
で
あ
る
。
三
宅
村
で
は
明
治
以
降
に
村
制
裁
権
が
大
己

寸
々
に
委
譲
さ
れ
た
。
大
境
貴
講
は
、
　
「
若
連
中
扁
の
組
織
を
母
体
と
七
な
が

ら
、
そ
れ
を
利
用
し
つ
つ
村
の
支
配
層
に
よ
り
再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治

二
十
年
頃
か
ら
村
制
裁
の
代
行
機
隔
と
な
っ
た
。
氏
は
大
宝
貴
講
の
組
織
、
会

議
、
梱
裁
の
様
態
を
く
わ
し
く
の
べ
、
そ
れ
が
大
正
末
期
ま
で
つ
づ
き
、
昭
和

初
年
に
い
た
っ
て
や
っ
と
そ
の
機
能
を
停
止
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、

大
己
貴
講
に
よ
る
村
制
裁
は
、
近
世
自
治
的
村
落
共
同
体
の
遺
翻
で
あ
り
、
そ

れ
が
大
正
以
降
に
ま
で
残
っ
た
こ
と
は
日
本
の
真
の
近
代
遷
化
が
い
か
に
困
難

で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
と
結
論
さ
れ
る
。
具
体
的
な
実
態
報
告
で
あ
る
の

で
、
論
評
め
か
ぎ
り
で
は
な
い
が
、
本
書
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
村

落
共
同
体
は
マ
ニ
ユ
段
階
で
は
解
体
せ
ず
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
解

体
す
る
と
い
う
西
洋
篇
の
飯
沼
氏
の
問
題
提
起
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る

の
か
。
ま
た
村
誌
裁
権
の
大
詰
貴
講
へ
の
委
譲
が
明
治
二
〇
年
頃
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
市
町
村
制
成
立
に
と
も
な
う
町
村
合
併
（
明
治
二
三
年
）
と
関
連
が
な

い
の
か
。
関
連
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
委
譲
」
と
い
う
変
化
を
ど
の
よ
う
に

評
価
す
る
の
か
に
ふ
れ
て
ほ
し
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
西
　
　
欧
　
　
簾

　
ま
ず
三
好
正
喜
「
ド
イ
ツ
中
世
初
期
の
村
落
と
ホ
ー
プ
」
は
、
西
南
ド
イ
ツ

を
中
心
と
し
な
が
ら
、
七
～
九
世
紀
の
村
落
共
同
体
の
成
立
と
展
開
を
取
扱
う
。

集
村
定
住
の
経
済
的
基
底
を
な
す
三
圃
式
ゲ
ヴ
ァ
ン
耕
地
は
、
エ
ッ
シ
ュ
型
耕

地
（
い
磐
σ
Q
ω
鉾
蝕
①
島
籠
）
あ
る
い
は
プ
ロ
ツ
ク
型
耕
地
か
ら
進
化
し
た
も
の

で
、
　
そ
の
進
化
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
從
来
の
「
重
い
梨
」
に
か
わ
る

「
軽
い
型
」
の
導
入
で
あ
る
。
集
落
の
溝
成
は
、
行
列
塚
式
墓
地
の
発
掘
分
析

に
よ
れ
ば
、
屋
敷
持
ち
擬
晟
、
小
農
民
、
隷
属
民
か
ら
な
り
、
そ
の
間
に
は
従

士
制
的
支
配
関
係
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
屋
敷
持
ち
農
民
の
家
族

構
成
を
み
る
と
、
脚
長
家
族
に
未
分
離
の
小
農
民
家
族
が
附
属
す
る
と
い
う
家

の
複
合
体
を
な
し
、
し
か
も
家
長
と
小
農
民
、
家
長
と
家
族
員
の
問
に
専
制
的

家
長
支
配
は
な
く
、
相
対
的
独
立
性
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
カ
ロ
リ
ン

グ
時
代
に
入
っ
て
、
こ
の
屋
敷
持
ち
農
民
家
族
は
分
裂
し
、
金
集
落
に
わ
た
っ

て
、
封
建
的
土
地
断
有
の
基
底
を
な
す
小
経
営
農
民
の
一
般
的
成
立
が
み
ら
れ

る
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
多
岐
に
わ
た
る
研
究
分
野
の
成
果
を
綜
合
し
、
初

期
村
落
の
構
成
お
よ
び
家
族
構
造
に
迫
ろ
う
と
し
た
意
図
は
あ
る
程
度
成
功
し

た
と
い
え
る
が
、
そ
の
反
漁
、
叙
述
が
前
半
部
で
抽
象
的
に
な
っ
た
こ
と
も
い

な
め
な
い
。
こ
と
に
理
論
の
出
発
点
と
な
る
寓
・
望
。
目
の
研
究
紹
介
に
あ
た

っ
て
は
、
図
版
を
あ
げ
て
の
具
体
的
な
緻
密
な
考
察
が
ほ
し
か
っ
た
。

　
中
村
賢
二
郎
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
村
落
共
同
体
と
そ
の
自
治
的
権
利
」
も
ま

た
、
村
落
自
治
の
闘
題
だ
け
で
な
く
、
村
落
共
同
体
の
成
立
に
つ
い
て
論
及
し

て
い
る
。
ま
ず
、
ソ
窯
出
プ
菱
鼠
。
斜
じ
d
。
鴇
。
｝
卍
村
（
い
ず
れ
も
エ
ル
ザ
ス
）
の

蔑
園
法
を
分
析
し
て
、
一
二
世
紀
末
に
村
落
自
治
の
成
立
を
求
め
た
の
ち
、
村

落
共
同
体
の
形
成
期
を
問
い
、
い
わ
ゆ
る
従
来
の
荘
園
団
体
そ
の
も
の
が
実
は

村
落
共
同
体
で
あ
り
、
　
「
そ
れ
は
九
世
紀
中
頃
以
降
パ
ン
領
主
の
支
配
下
に
形

成
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
村
落
自
治
が
一
二
世
紀
末
ご
ろ
よ
り

生
成
し
て
く
る
点
は
、
欝
欝
書
出
現
の
状
況
か
ら
い
っ
て
も
、
大
体
異
論
な
い

が
、
零
雪
。
ゲ
毛
。
す
鴫
荘
園
法
を
村
落
自
治
を
み
と
め
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、

こ
と
さ
ら
尉
。
誘
。
プ
荘
法
と
対
比
さ
せ
る
の
は
無
理
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

さ
ら
に
、
ン
自
野
ざ
び
毛
。
凶
。
門
燈
法
第
二
一
、
ニ
ニ
条
を
手
が
か
り
と
し
て
、
荘
園

団
体
H
村
落
愚
問
体
、
そ
し
て
そ
の
九
世
紀
討
議
を
主
張
す
る
の
は
疑
問
な
し
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と
し
な
い
。
一
体
に
、
こ
の
も
っ
と
も
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
は
抽
象
酌
し
に

か
の
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
パ
ソ
領
主
舗
の
出
現
、
荘
園
団
体
の
構

成
な
ど
の
具
体
的
追
求
が
今
後
の
課
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
鯖
田
豊
之
「
フ
ラ
ン
ス
封
建
社
会
の
発
展
と
村
落
共
同
体
ー
マ
コ
ネ
地
方

の
場
合
i
偏
は
、
最
近
同
氏
の
著
書
『
封
建
支
配
の
成
立
と
村
落
共
同
体
』

に
お
い
て
よ
り
詳
継
に
、
広
い
視
野
か
ら
再
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
こ
の
諭
文
自
体
に
か
ぎ
っ
て
み
ょ
う
。
そ
の
論
点
は
、
ヵ
ロ
リ
ソ
が

一
遺
翻
捌
期
（
一
〇
世
紀
）
マ
コ
ネ
地
方
に
お
け
る
農
幾
は
、
自
・
田
民
、
セ
ル
フ
た
る

を
問
わ
ず
、
比
較
的
独
立
性
の
高
い
経
営
を
も
ち
、
小
村
集
落
を
な
し
て
、
自

由
農
罠
的
共
同
体
を
形
造
っ
て
い
た
こ
と
、
つ
い
で
十
一
世
紀
、
パ
ソ
領
主
が

出
現
し
、
小
村
定
住
を
村
落
共
同
体
に
集
中
化
・
再
編
成
し
、
こ
の
こ
ろ
併
行

し
て
「
中
世
農
業
革
命
」
が
進
行
す
る
こ
と
、
さ
い
ご
に
カ
ペ
ー
王
権
の
こ
の

地
方
へ
の
進
出
が
あ
り
、
王
権
進
出
の
支
柱
と
な
っ
た
富
裕
農
民
層
の
主
導
の

も
と
に
村
落
自
治
体
が
成
立
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
非
常
に
豊
麗
な
史
料

に
裏
付
け
ら
れ
て
、
き
わ
め
て
説
得
的
で
あ
り
、
理
論
構
成
も
明
快
な
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
細
か
く
検
討
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
点
で
理
論
お
よ
び
史
料
解

釈
に
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
バ
ン
頒
主
の
登
場
（
三
八

○
頁
以
下
）
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
二
、
三
の
奥
実
は
、
な
ん
ら
一
円
的
領

域
支
配
圏
の
形
成
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
荘
園
領
主
綱
下
に
お
い
て
も
十
分

あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
王
権
の
進
出
に
し
て
も
、
そ
れ
が
「
バ
ン
領

主
の
領
域
支
配
権
の
集
積
と
い
う
形
で
確
立
し
て
副
い
つ
た
と
い
う
ば
あ
い
、

一
体
国
王
が
マ
コ
ネ
地
方
の
個
々
の
地
域
の
バ
ン
領
主
と
な
る
の
か
、
マ
コ
ネ

全
域
の
バ
ン
領
主
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
王
が
バ
ソ
領
主
を
封
建
法
的
秩
序

下
に
く
み
こ
む
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。
鯖
田

氏
の
理
解
は
最
初
の
よ
う
な
の
で
あ
る
が
、
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
（
四
〇
八

頁
以
下
）
は
む
し
ろ
封
建
法
的
秩
序
づ
け
を
物
語
っ
て
い
る
。
大
体
、
カ
μ
リ

ソ
が
遺
制
繍
酬
に
山
め
れ
だ
け
　
独
立
自
皿
冨
的
一
自
由
農
民
の
残
溜
馴
を
み
る
と
い
・
り
の
は
、

マ
コ
ネ
地
方
が
相
当
特
殊
な
地
域
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
の
論
文
、
清
水
盛
光
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
村
落
共
同
体
の
白
雪
」
は
、

パ
ン
領
主
に
よ
る
村
落
共
同
体
の
組
織
化
と
い
う
鯖
田
説
に
対
し
て
や
や
批
判

的
な
よ
う
で
、
む
し
ろ
、
経
済
生
活
の
共
局
性
に
村
落
共
同
体
の
本
質
を
見
よ

う
と
す
る
。
そ
し
て
、
十
一
丁
三
世
紀
以
降
の
農
民
解
放
、
農
民
の
闘
争
、
村

落
自
治
権
の
獲
得
、
霞
治
特
許
状
の
賦
与
・
公
認
、
プ
ロ
キ
ュ
ル
ー
ル
、
サ
ソ

デ
ィ
ク
、
あ
る
い
は
プ
リ
ュ
ド
ム
と
よ
ば
れ
る
共
同
体
代
表
者
の
選
出
な
ど
に

説
き
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
と
に
自
治
確
立
後
の
村
落
が
、
経
済
的
社
会
的
に
し

だ
い
に
分
裂
し
、
村
内
有
力
者
屠
が
村
落
自
治
に
必
要
な
役
職
の
す
べ
て
に
対

し
て
圏
避
的
態
度
に
填
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
結
論
の
撫
摘
は
興
味
ふ
か
い
。

姦
雄
な
問
題
を
提
起
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
空
白

で
あ
っ
た
分
野
に
着
実
な
解
明
を
与
え
、
読
看
の
臨
む
態
度
に
よ
っ
て
は
多
く

の
問
題
を
引
き
だ
し
う
る
労
作
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

　
会
田
雄
次
「
都
市
共
同
体
と
イ
タ
リ
ア
都
市
の
特
質
」
は
、
二
部
に
わ
か
れ
、

第
一
部
で
は
、
村
落
共
同
体
と
こ
と
な
っ
た
都
市
の
防
禦
共
同
体
と
し
て
の
性

格
を
論
ず
る
。
そ
の
さ
い
、
都
市
の
フ
リ
ー
デ
の
問
題
と
、
フ
リ
ー
デ
違
反
に

対
す
る
断
罰
と
し
て
の
家
屋
破
壊
に
力
点
を
お
い
て
い
る
が
、
大
体
都
市
の
フ

ジ
ー
デ
と
い
う
の
は
、
氏
の
い
う
よ
う
に
対
外
的
防
禦
に
主
眼
が
あ
る
の
で
は

な
く
、
内
部
的
治
安
維
持
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
内
部
治

安
撹
乱
の
中
心
は
、
初
期
に
は
多
く
市
政
指
導
派
に
対
す
る
反
主
流
の
都
市
貴

族
で
あ
っ
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
家
屋
破
壊
な
ど
さ
し
て
痛
痒
事
で
は
な
か
っ
た
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評糟

は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
家
屋
破
壌
刑
が
具
体
的
に
ど
う
あ
っ
た
の
か
、
の

具
体
約
叙
述
が
の
ぞ
ま
れ
る
。
第
二
部
は
、
な
ぜ
イ
タ
リ
ア
都
衛
が
貴
族
都
市

の
性
格
を
お
び
る
に
い
た
っ
た
か
を
取
扱
い
、
こ
の
要
因
と
し
て
、
商
人
の
政

権
参
加
、
封
建
領
主
層
の
市
民
化
・
商
人
化
、
両
者
の
融
合
を
あ
げ
、
そ
の
背

策
と
し
て
の
地
中
海
商
業
の
恒
常
的
な
遠
距
離
貿
易
的
特
質
、
都
市
内
部
に
お

け
る
商
人
層
の
圧
倒
的
経
済
力
、
政
治
力
に
つ
い
て
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
を
中

心
と
し
な
が
ら
詳
細
に
の
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

・
さ
い
こ
の
ご
論
文
は
イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
富
岡
次
郎

「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
治
村
落
の
成
立
と
解
体
」
は
、
北
部
の
森
林
地
帯
ロ

ヅ
セ
ソ
デ
ィ
ル
と
開
放
耕
地
制
中
部
地
帯
の
村
落
南
治
史
を
た
ど
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
か
つ
て
『
人
交
学
報
』
九
、
十
一
号
、
さ
ら
に
は
飯
沼
・
富
岡
共
著

『
資
本
主
義
成
立
の
研
究
』
（
一
九
六
〇
）
後
篇
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
で
あ
り
、

全
体
的
な
批
評
は
す
で
に
『
西
洋
史
学
』
四
六
、
四
八
暑
に
み
ら
れ
る
。
た
だ
こ

の
さ
い
一
つ
だ
け
と
く
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
点
は
、
　
「
中
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

で
ほ
、
像
ぽ
十
薫
f
十
五
世
紀
の
闘
に
、
古
典
荘
園
が
地
代
荘
圏
に
転
化
し

た
。
こ
れ
は
農
業
経
営
形
態
に
お
け
る
二
規
制
か
ら
三
國
制
へ
の
移
行
に
照
落

し
て
い
る
。
グ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
中
部
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
丸
亀
制
か

ら
三
關
制
へ
の
移
行
は
十
三
・
四
世
紀
で
あ
っ
た
…
…
古
典
荘
園
の
解
体
∵
農

罠
商
品
経
済
の
発
展
の
技
術
的
備
品
は
三
翻
制
の
成
立
に
あ
っ
た
」
　
（
五
九
六

頁
）
と
、
こ
と
も
な
げ
に
の
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
構
想
は
鯖
田
論
文

の
中
世
農
業
革
命
の
そ
れ
と
対
応
す
る
も
の
の
よ
う
に
受
取
れ
る
が
、
こ
の
重

要
な
事
実
を
な
ん
ら
具
体
的
説
明
な
し
に
投
げ
出
す
の
は
ど
う
か
と
お
も
う
。

グ
レ
イ
の
見
解
は
す
で
に
学
界
の
共
通
意
見
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
飯
沼
二
郎
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
村
落
共
間
体
の
解
体
…
吋
、
ニ
ェ
フ
ァ
ク

チ
ュ
ア
段
階
の
終
焉
と
村
落
共
導
体
」
。
　
こ
れ
も
す
で
に
前
掲
著
書
前
篇
第
五

章
、
第
六
章
に
大
要
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
副
題
の
示
す
ご
と
く
、
マ

ニ
諏
の
側
颪
か
ら
村
落
共
同
体
の
解
体
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
開
放

耕
地
制
を
も
た
ず
、
従
っ
て
比
較
醗
早
期
に
村
落
共
同
体
が
解
体
す
る
ロ
ッ
セ

ソ
デ
ィ
ル
で
は
、
前
貸
資
本
も
ま
た
近
代
株
｛
を
お
び
、
非
常
に
早
く
か
疹
工
場

制
生
盧
に
突
入
す
る
の
に
対
し
て
、
開
放
耕
地
制
を
も
ち
、
従
っ
て
共
心
体
の

解
体
、
農
民
層
の
分
解
が
比
較
的
お
そ
く
進
行
す
る
中
部
地
帯
で
は
、
問
屋
制

も
ま
た
前
期
酌
性
格
を
お
び
、
産
業
資
本
の
自
由
な
展
開
を
陽
症
す
る
。
ノ
ヅ

チ
ソ
ガ
ム
の
村
落
共
同
月
体
が
完
全
に
解
体
す
る
の
は
、
工
場
捌
が
普
及
す
る
十

九
推
考
中
葉
か
ら
で
あ
る
、
と
結
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
寧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寒

　
以
上
、
な
が
な
が
と
、
し
か
も
意
を
つ
く
せ
ぬ
論
評
を
行
っ
て
き
た
が
、
各

論
文
と
も
六
年
闇
の
研
究
の
結
晶
物
と
し
て
ま
こ
と
に
堂
々
た
る
も
の
が
あ
り
、

そ
の
蓄
讃
は
外
部
か
ら
は
は
か
り
知
れ
な
い
深
さ
を
感
じ
さ
ぜ
る
。
そ
れ
こ
そ

共
洞
研
究
と
い
う
も
の
の
強
み
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
多
く
の
共
同
研
究
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
本
書
の
ば
あ
い
に
も
残
念
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
な
に

を
い
お
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
一
本
の
金
線
を
明
瞭
に
は
見
繊
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
よ
う
に
お
も
う
。
な
に
か
新
し
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
が
感
得
さ
れ
る
だ
け
に
、
い
ま
一
歩
の
大
胆
な
問
題
提
起
が
巻
頭
に
ほ
し

か
っ
た
の
は
筆
春
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
諸
論
文
に
汐
見
さ
れ
る
新
し
い
方
向

が
ま
と
め
ら
れ
て
、
封
建
社
会
分
析
の
よ
り
斬
新
な
体
系
的
な
方
法
論
に
ま
で

高
め
ら
れ
る
こ
と
を
こ
の
共
同
研
究
会
に
期
待
し
て
、
筆
を
お
く
こ
と
に
す
る
。

（
A
5
判
刊
　
　
穴
両
ハ
四
頁
　
　
昭
和
ゴ
一
六
加
や
ご
一
月
越
　
．
創
芸
子
刊
　
　
二
、
　
○
○
○
円
）
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