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西
村
元
照
氏
の
批
判
に
答
え
る
　
そ
の
一

は
　
じ
　
め
　
に

　
先
に
筆
者
は
、
明
代
万
筆
算
初
期
の
権
臣
張
居
正
に
よ
っ
て
施
行
さ

れ
た
全
国
的
規
模
で
の
土
地
丈
量
政
策
が
、
特
に
、
明
末
に
お
け
る
江

南
地
主
制
の
発
展
と
の
関
係
で
い
か
な
る
歴
史
的
意
義
を
持
っ
た
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　

を
考
察
し
た
「
張
扇
正
丈
量
策
の
展
開
＝
こ
　
（
史
学
雑
誌
八
○
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
く

・
四
）
を
公
表
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
こ
ろ
、
西
村
元
照

氏
も
ま
た
、
張
居
正
丈
量
を
含
む
明
代
後
期
の
丈
量
に
つ
い
て
、
　
「
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　

居
敷
の
土
地
丈
量
上
下
」
　
（
東
洋
史
研
究
三
〇
一
｝
・
二
）
、
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
く
く

「
明
後
期
の
丈
量
に
就
い
て
」
　
（
史
林
五
四
一
五
）
を
発
表
し
、
そ
こ

で
、
筆
者
の
見
解
に
対
し
て
忌
辱
な
き
批
判
を
行
い
、
西
村
氏
独
自
の

見
解
を
展
開
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
西
村
氏
の
筆
者
に
対
す
る
批

判
に
答
え
、
さ
ら
に
は
、
西
村
氏
独
自
の
見
解
に
対
し
て
も
、
筆
者
な

り
に
一
応
の
反
批
判
を
な
し
て
お
く
こ
と
が
、
張
居
正
丈
量
の
実
態
を

究
明
し
、
ま
た
、
明
末
清
初
の
土
地
所
有
関
係
の
具
体
的
変
革
過
程
を

知
る
上
で
も
、
必
要
な
こ
と
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
西
村
氏
と
筆
者
と
の
間
に
は
皇
居
正
丈
量
策
に
関
す
る

事
実
認
識
訟
よ
び
評
価
な
ど
に
多
く
の
見
解
の
相
違
が
存
在
す
る
。
そ

　
明
末
へ
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

川

勝

守

の
見
解
の
相
違
が
な
ん
に
ょ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
煎
じ

詰
め
る
と
、
明
車
段
階
の
当
該
社
会
に
寿
い
で
、
階
級
関
係
・
生
産
関

係
と
国
家
権
力
と
は
い
か
な
る
連
関
を
持
っ
て
い
た
か
に
関
し
て
の
理

解
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
旧
稿
に
お
け
る
筆

者
の
問
題
視
角
を
再
卜
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
丈
量
策
を
通
じ
て
当

談
段
階
に
響
け
る
国
家
権
力
と
地
主
・
佃
戸
関
係
と
の
内
在
的
連
関
を

考
え
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
地
主
制
構
造
に
お
け
る
国
家
権
力
の

内
在
的
連
関
的
意
義
を
考
え
、
か
か
る
理
解
の
上
に
立
っ
て
再
び
地
主

制
構
造
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
問
題

視
角
に
即
し
て
、
張
奪
却
丈
量
策
を
特
殊
具
体
的
に
問
題
に
す
る
と
す

れ
ば
、
地
主
密
な
い
し
地
主
・
佃
戸
関
係
の
最
も
先
鋭
的
に
発
展
展
開

し
て
い
た
と
通
途
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
…
帯
澄

よ
び
そ
の
周
辺
地
域
、
す
な
わ
ち
広
義
の
江
南
地
方
こ
そ
が
第
一
に
分

析
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
丈
量
策
の
分
析

を
進
め
、
そ
の
持
つ
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
ヘ
ソ

う
な
諸
点
の
究
明
碑
さ
し
当
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
な
事
実
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

の
検
証
に
入
る
前
に
、
反
論
の
見
通
し
を
立
て
る
た
め
に
も
、
そ
れ
ら
⑮

明
末
、

江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展

西

村

元

照

氏

の

批

判

に

答

え

る

lま

じ

め

先
K
筆
者
は
、
明
代
万
暦
朝
初
期
の
権
臣
張
居
正
に
よ
っ
て
施
行
さ

れ
た
全
国
的
規
模
で
の
土
地
丈
量
政
策
が
、
特
に
、
明
末
に
な
け
る
江

南
地
主
制
の
発
展
と
の
関
係
で
い
か
左
る
歴
史
的
意
義
を
持
っ
た
の
か
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展
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三
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(
史
学
雑
誌
八

O
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三

〆
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z
k
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と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
と
ろ
、
西
村
元
照

氏
も
ま
た
、
張
居
正
丈
量
を
含
む
明
代
後
期
の
丈
回
一
患
に
つ
い
て
、
「
張

、3
J

、、ノ

居
正
の
土
地
丈
量
上
下
」
(
東
洋
史
研
究
三

O
i
一
・
一
一
)
、

b
よ
び

f
L
f
a
‘、

「
明
後
期
の
丈
量

K
就
い
て
」
(
史
林
五
四

i
五
)
を
発
表
し
、
そ
こ

で
、
筆
者
の
見
解
に
対
し
て
忌
憧
左
き
批
判
を
行
い
、
西
村
氏
独
自
の

見
解
を
展
開
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
と
の
西
村
氏
の
筆
者
に
対
す
る
批

判
に
答
え
、
さ
ら
に
は
、
西
村
氏
独
自
の
見
解

K
対
し
て
も
、
筆
者
左

b
k
一
応
の
反
批
判
を
左
し
て
炉
く
と
と
が
、
張
居
正
丈
量
の
実
態
を

究
明
し
、
ま
た
、
明
末
清
初
の
土
地
所
有
関
係
の
具
体
的
変
革
過
程
を

知
る
上
で
も
、
必
要
左
こ
と
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
村
氏
と
筆
者
と
の
聞
に
は
張
居
正
丈
量
策
に
関
す
る

事
実
認
識
会
よ
び
評
価
左
ど
に
多
く
の
見
解
の
相
違
が
存
在
す
る
。
そ

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
{
川
勝
)

そ
の

1l
 

i
 

'
E
1
ノ

勝

守

の
見
解
の
相
違
が
左
ん

K
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
煎
じ

詰
め
る
と
、
明
末
段
階
の
当
該
社
会

K
沿
い
て
、
階
級
関
係
・
生
産
関

係
と
国
家
権
力
と
は
い
か
在
る
連
関
を
持
っ
て
い
た
か

K
関
し
て
の
理

解
の
相
違

K
よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
と
と
で
、
旧
稿
k
b
け
る
筆

者
の
問
題
視
角
を
再
述
し
て
な
こ
う
。
そ
れ
は
、
丈
量
策
を
通
じ
て
当

談
段
階
に
な
け
る
国
家
権
力
と
地
主
・
佃
戸
関
係
と
の
内
在
的
連
関
を

考
え
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
地
主
制
構
造

K
-砕
け
る
国
家
権
力
の

内
在
的
連
関
的
意
義
を
考
え
、
か
か
る
理
解
の
上
に
立
っ
て
再
び
地
主

制
構
造
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

ζ

の
問
題

視
角
に
即
し
て
、
張
居
正
丈
量
策
を
特
殊
具
体
的
に
問
題
に
す
る
と
す

れ
ば
、
地
主
制
左
い
し
地
主
・
佃
戸
関
係
の
最
も
先
鋭
的
に
発
展
展
開

し
て
い
た
と
通
途
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
長

よ
び
そ
の
周
辺
地
域
、
す
左
わ
ち
広
義
の
江
南
地
方
こ
そ
が
第
一
に
分

析
の
対
象
と
左
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
丈
日
一
旦
策
の
分
析

を
進
め
、
そ
の
持
つ
歴
史
的
意
義
を
・
考
え
る
に
あ
た
ヲ
て
は
、
次
の
よ

う
な
諸
点
の
究
明
が
さ
し
当
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
左
事
実
〉

の
検
証

K
入
る
前
将
、
反
論
の
見
通
し
を
立
て
る
た
め
に
も
、
そ
れ
ら

σ



　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

を
列
…
挙
し
て
お
こ
う
。

　
そ
の
第
一
は
、
張
居
語
の
丈
量
策
は
確
か
に
権
力
者
張
柔
毛
の
極
め

て
強
い
個
性
に
色
彩
ら
れ
た
政
策
の
一
斑
に
は
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
歴
史
の
事
実
と
し
て
歴
史
課
程
に
登
場
し
た
こ
と
の
必
然
性
も

ま
た
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
必
然
性
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
下
居
正
の
意
を
受
け
た
戸
部
（
中
央
政
府
）

の
指
・
令
に
基
い
て
全
国
に
丈
量
の
命
が
下
り
、
地
方
行
政
組
織
を
あ
げ

て
実
施
が
強
行
さ
れ
た
と
い
う
上
か
ら
の
丈
量
施
行
の
側
面
も
さ
り
な

が
ら
、
　
嚇
方
、
福
建
、
江
西
地
方
の
よ
う
に
、
儲
蓄
か
ら
㊨
命
令
に
先

立
っ
て
、
地
方
サ
イ
ド
か
ら
丈
量
要
請
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま

八
、
・
九
年
の
全
国
丈
量
策
に
連
が
つ
た
と
い
う
下
か
ら
の
丈
量
施
行
の

側
面
も
存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
後
者
の
側
面
は
、
丈
量
を
必
要

と
す
る
よ
う
な
土
地
所
有
関
係
の
変
動
、
お
よ
び
そ
の
変
動
が
惹
起
す

る
と
と
ろ
の
、
主
と
し
て
賦
役
徴
収
に
関
わ
る
諸
問
題
が
明
代
後
半
期

の
社
会
に
｝
般
的
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か

ら
丈
量
策
の
前
提
条
件
の
検
討
は
、
多
面
的
・
具
体
的
に
な
さ
れ
る
べ

き
こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
第
二
の
点
は
、
第
一
点
を

別
の
写
方
で
表
現
し
た
も
の
で
、
　
「
一
条
書
法
か
ら
地
丁
銀
へ
」
と
い

わ
れ
る
明
～
清
時
代
の
賦
役
制
度
の
改
革
の
展
開
過
程
に
あ
っ
て
、
張

居
正
丈
量
策
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
で
あ
る
。
旧
稿
で

み
た
と
う
り
、
丈
量
策
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
江
南
地
方
の
出
費
徴
収
の

あ
り
方
は
、
嘉
靖
中
よ
り
の
一
条
鞭
法
の
施
行
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る

諸
問
題
と
同
軌
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
限
り
で
丈
量
策
は
、
の

一
条
鞭
法
や
そ
の
耳
順
袋
半
期
の
賦
役
肇
の
・
ム
黄
体
化
を
支
え
⑮

る
一
石
と
し
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
な
れ
ば
、
丈
量
策
の
成

果
は
、
実
は
丈
量
行
為
そ
の
も
の
の
持
つ
成
果
の
ほ
か
に
、
条
鞭
等
の

賦
役
改
革
の
持
つ
成
果
と
問
題
点
を
も
併
有
し
て
い
る
も
の
と
は
考
え

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
一
条
話
法
や
均
田
均
役
の
改
革
は
、

長
期
に
わ
た
っ
て
複
雑
な
展
開
過
程
を
と
る
。
従
っ
て
、
張
居
正
丈
量

策
も
、
条
鞭
や
均
田
均
役
の
改
革
過
程
と
関
連
し
合
う
の
で
あ
る
か
ら

万
暦
八
～
十
年
忌
時
期
だ
け
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
成
果

h
歴
史
的
意
義
を
十
分
に
描
け
な
い
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
そ
う
な
る

と
、
張
居
正
丈
量
と
馬
前
の
丈
量
と
の
同
質
性
を
確
認
し
た
上
で
の
相

互
関
連
も
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
三
点
は
、
嘉
靖
隆
慶
期

の
丈
量
策
と
張
居
正
丈
量
策
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は

同
等
同
質
に
扱
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
西
村
氏
が
い
う
よ

う
に
、
前
者
は
地
主
規
格
の
丈
量
、
後
者
は
国
家
規
格
の
丈
量
と
し
て

両
者
を
峻
別
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
歴
史
的
発
展
段
階
と
淫
婦
層
間
の
矛

盾
・
動
向
等
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
点
は
、
以
上
の
諸
点
に
関
連
し
て
、
実
は
、
西
村
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
理
念
の
丈
量
像
（
当
為
の
丈
量
像
）
と
現
実
に
行
わ
れ
た
丈

量
行
為
と
は
厳
密
に
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
に
、
丈
量
に
対
す

る
地
主
層
の
反
応
は
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
結
局

の
と
こ
ろ
、
地
主
層
は
国
家
権
力
と
合
一
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

を
列
挙
し
て
な
と
う
。

そ
の
第
一
は
、
張
居
正
の
丈
量
策
は
確
か
に
権
力
者
張
居
正
の
極
め

て
強
い
個
性
K
色
彩
ら
れ
た
政
策
の
一
斑

K
は
違
い
左
い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
歴
史
の
事
実
と
し
て
歴
史
課
程

K
登
場
し
た
と
と
の
必
然
性
も

ま
た
考
え
ら
れ
ね
ば
左
ら
左
い
。
そ
の
必
然
性
と
は
左
ん
で
あ
る
う
か
。

ま
ず
問
題
と
左
る
の
は
、
張
居
正
の
意
を
受
け
た
戸
部
(
中
央
政
府
)

の
指
令
K
基
い
て
全
国

K
丈
量
の
命
が
下

b
、
地
方
行
政
組
織
を
あ
げ

て
実
施
が
強
行
さ
れ
た
と
い
う
上
か
ら
の
丈
量
施
行
の
側
面
も
さ

b
左

が
ら
、
一
方
、
福
建
、
江
西
地
方
の
よ
う
に
、
中
央
か
ら
の
命
令

K
先

立
っ
て
、
地
方
サ
イ
ド
か
ら
丈
量
要
請
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま

八
、
九
年
の
全
国
丈
量
策

K
連
が
っ
た
と
い
う
下
か
ら
の
丈
量
施
行
の

側
面
も
存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
後
者
の
側
面
は
、
丈
量
を
必
要

と
す
る
よ
う
左
土
地
所
有
関
係
の
変
動
、
な
よ
び
そ
の
変
動
が
惹
起
す

る
と
と
ろ
の
、
主
と
し
て
賦
役
徴
収

K
関
わ
る
諸
問
題
が
明
代
後
半
期

の
社
会
K
一
般
的
に
存
在
し
た
と
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か

ら
丈
量
策
の
前
提
条
件
の
検
討
は
、
多
面
的
・
具
体
的
に
左
さ
れ
る
べ

き
こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
第
二
の
点
は
、
第
一
点
を

別
り
観
方
で
表
現
し
た
も
の
で
、
「
一
条
鞭
法
か
ら
地
丁
銀
へ
」
と
い

わ
れ
る
明

i
滑
時
代
の
賦
役
制
度
の
改
革
の
展
開
過
程

K
あ
ヲ
て
、
張

居
正
丈
量
策
が
ど
の
占
う
在
位
置
を
占
め
て
い
る
か
で
あ
る
。
旧
稿
で

み
た
と
う

b
、
丈
量
策
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
江
南
地
方
の
税
糧
徴
収
の

あ

b
方
は
、
嘉
錆
中
よ

D
の
一
条
鞭
法
の
施
行
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る

諸
問
題
と
向
軌
の
も
の
で
あ
る
o

従
っ
て
、
そ
の
限

b
で
丈
量
策
は
、
尚

一
条
鞭
法
や
そ
の
他
明
代
後
半
期
の
賦
役
改
革
の
よ

b
具
体
化
を
支
え
(

る
一
石
と
し
て
評
価
さ
れ
ね
ば
左
ら
左
い
。
と
在
れ
ば
、
丈
量
策
の
成

果
は
、
実
は
丈
量
行
為
そ
の
も
の
の
持
つ
成
果
の
ほ
か

K
、
条
鞭
等
の

賦
役
改
革
の
持
つ
成
果
と
問
題
点
を
も
併
有
し
て
い
る
も
の
と
は
考
え

ら
れ
左
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
な
、
一
条
鞭
法
や
均
田
均
役
の
改
革
は
、

長
期
に
わ
た
っ
て
複
雑
左
展
開
過
程
を
と
る
。
従
っ
て
、
張
居
正
丈
量

策
も
、
条
鞭
や
均
田
均
役
の
改
革
過
程
と
関
連
し
合
う
の
で
あ
る
か
ら

万
暦
八
J

十
年
の
時
期
だ
け
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
成
果

H

歴
史
的
意
義
を
十
分
に
描
け
左
い
ζ

と
と
在
る
。
ま
た
、
そ
う
な
る

と
、
張
居
正
丈
量
と
清
初
の
丈
量
と
の
同
質
性
を
確
認
し
た
上
で
の
相

互
関
連
も
検
討
さ
れ
左
く
て
は
な
ら
左
い
。
第
三
点
は
、
嘉
靖
隆
慶
期

の
丈
量
策
と
張
居
正
丈
量
策
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は

同
等
同
質

K
扱
い
う
る
θ

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
西
村
氏
が
い
う
よ

う
に
、
前
者
は
地
主
規
格
の
丈
量
、
後
者
は
国
家
規
格
。
丈
量
と
し
て

両
者
を
峻
別
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
歴
史
的
発
展
段
階
と
諸
階
層
聞
の
矛

盾
・
動
向
等
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
た
め
に
必
要
左
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
点
は
、
以
上
の
諸
点
に
関
連
し
て
、
実
は
、
西
村
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
理
念
の
丈
量
像
(
当
為
の
丈
量
像
)
と
現
実
に
行
わ
れ
た
丈

量
行
為
と
は
厳
密

K
峻
別
し
左
け
れ
ば
左
ら
ず
、
特

K
、
丈
量
に
対
す

る
地
主
層
の
反
応
は
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
結
局

の
と
こ
ろ
、
地
主
層
は
国
家
権
力
と
合
一
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ



つ
た
。
そ
の
場
合
、
地
主
層
と
は
、
個
別
の
地
主
（
そ
れ
は
田
土
所
有

額
を
偽
り
、
納
税
・
担
役
を
忌
避
す
る
）
で
は
な
く
、
正
に
階
級
と
し

て
層
と
し
て
の
地
主
層
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
国
家
権
力
と
合
一
す
る
契

機
は
、
佃
戸
層
の
抗
血
闘
争
に
よ
る
底
企
の
危
機
で
あ
り
、
収
租
関
係

と
収
税
関
係
と
の
連
関
を
基
軸
と
し
た
土
地
制
度
｝
般
の
解
体
に
連
が

る
と
い
う
危
機
意
識
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
筆
者
と
西

村
氏
と
の
間
に
は
、
張
居
正
丈
量
当
時
に
、
地
主
と
国
家
の
共
通
の
危

機
意
識
が
定
着
し
て
い
た
か
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
認
識
の
相
違
が
あ

る
。
最
後
に
、
第
五
点
と
し
て
、
実
は
、
筆
者
の
所
論
の
根
底
に
は
、

条
鞭
以
後
の
国
家
の
支
配
の
あ
り
方
の
形
式
で
あ
る
「
田
土
対
象
」
心
賦

課
対
象
の
戸
か
ら
田
土
へ
の
変
化
）
な
る
も
の
が
、
い
か
な
る
基
本
矛

盾
、
階
級
矛
盾
の
反
映
で
あ
る
か
を
究
明
す
る
所
に
関
心
が
あ
る
の
で

あ
っ
た
。
旧
稿
は
旧
居
正
丈
量
策
の
施
行
過
程
の
中
に
、
当
該
社
会
の

基
本
的
階
級
矛
盾
の
い
か
な
る
反
映
が
み
ら
れ
る
か
を
検
出
し
て
み
ょ

う
と
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
張
居
正
丈
量
策
で
は
「
小

経
営
」
農
民
1
1
佃
戸
そ
の
も
の
は
一
掴
の
田
賦
（
租
税
）
負
担
者
と
し

て
措
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
ぐ
ま
で
封
建
的
地
代
の
負
担
者
に
止

ま
っ
た
。
租
税
の
負
担
責
任
は
、
依
然
と
し
て
業
主
（
土
地
所
有
者
）

に
あ
る
と
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
租
税
と
地
代
と
の
区
別
、
な
い
し
租
税

の
名
目
負
担
者
と
実
質
負
担
者
と
の
区
別
を
厳
と
し
て
設
け
る
こ
と
は

国
家
権
力
に
と
っ
て
も
、
地
主
支
配
に
と
っ
て
も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ

た
。
明
末
筆
初
の
階
級
対
立
の
激
動
の
過
程
に
澄
い
て
、
地
主
支
配
の

　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

再
編
成
と
し
て
郷
紳
的
土
地
所
有
な
い
し
郷
紳
支
配
が
成
立
す
る
理
由

も
、
上
述
の
よ
う
な
田
賦
（
租
税
）
と
佃
租
（
地
代
）
を
二
つ
の
環
節

と
し
た
余
剰
移
転
（
収
奪
）
の
関
係
を
と
り
つ
つ
、
な
お
、
地
代
関
係

を
基
本
的
な
生
産
関
係
と
し
た
地
主
制
構
造
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
本
稿
は
、
西
村
氏
の
批
判
澄
よ
び
所
説
に
対
し
て
十
全
に
反
論
し
う

る
も
の
で
も
、
上
述
の
五
点
に
わ
た
る
課
題
の
全
て
に
応
え
る
も
の
で

も
な
い
。
そ
れ
ら
は
今
後
深
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
差
し
当

　
　
　
　
　
　
　
う

っ
て
本
稿
で
は
、
　
一
嘉
靖
隆
翁
島
の
丈
量
策
と
張
居
正
丈
量
策
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
く

連
（
連
続
性
）
に
つ
い
て
、
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
策
の
施
行
の
前
提
条

　
　
　
　
　
ラ

件
は
何
か
、
二
面
靖
隆
慶
期
の
丈
量
策
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

か
、
そ
し
て
、
旧
居
正
丈
量
策
に
つ
い
て
、
三
そ
の
施
行
の
具
体
的
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

法
か
ら
窺
え
る
と
こ
ろ
の
丈
量
の
性
格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
な
ど

三
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　
　
　
脚
、
　
嘉
応
隆
慶
期
の
丈
量
策
の
前
提
条
件

　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
賦
は
租
よ
り
出
づ
」
の
破
綻
）

　
西
村
元
照
氏
は
、
筆
者
の
所
説
に
対
し
て
の
疑
問
点
の
第
二
に
（
『
東

洋
史
研
究
』
三
〇
i
一
、
五
二
頁
）
、

　
氏
（
川
勝
）
は
張
居
正
の
丈
量
に
就
き
史
料
的
に
行
き
詰
る
と
必
ず

　
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
に
関
す
る
記
事
を
援
用
し
て
い
る
が
、
無
前
提

　
的
に
こ
れ
ら
の
丈
量
を
等
質
の
も
の
と
し
て
扱
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
）
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何
故
な
ら
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
が
地
主
規
格
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
、
⑮

そ
の
場
合
、
地
主
層
と
は
、
個
別
の
地
主
(
そ
れ
は
田
土
所
有

額
を
偽

b
、
納
税
・
担
役
を
忌
避
す
る
)
で
は
左
く
、
正

K
階
級
と
し

て
層
と
し
て
の
地
主
層
で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
国
家
権
力
と
合
一
す
る
契

機
は
、
佃
戸
層
の
抗
租
闘
争
に
よ
る
収
租
の
危
機
で
あ

b
、
収
租
関
係

と
収
税
関
係
と
の
連
関
を
基
軸
と
し
た
土
地
制
度
一
般
の
解
体
に
連
が

る
と
い
う
危
機
意
識
左
の
で
あ
る
。
と
の
点

K
関
連
し
て
、
筆
者
と
西

村
氏
と
の
間

K
は
、
張
居
正
丈
量
当
時

K
、
地
主
と
国
家
の
共
通
の
危

機
意
識
が
定
着
し
て
い
た
か
い
‘
な
か
っ
た
か
と
い
う
認
識
の
相
違
が
あ

る
。
最
後

K
、
第
五
点
と
し
て
、
実
は
、
筆
者
の
所
論
の
根
底
に
は
、

条
鞭
以
後
の
国
家
の
支
配
の
あ

b
方
の
形
式
で
あ
る
「
田
土
対
象
」
鐙

課
対
象
の
戸
か
ら
白
土
へ
の
変
化
)
左
る
も
の
が
、
い
か
左
る
基
本
矛

盾
、
階
級
矛
盾
の
反
映
で
あ
る
か
を
究
明
す
る
所

K
関
心
が
あ
る
の
で

あ
っ
た
。
旧
稿
は
張
居
正
丈
量
策
の
施
行
過
程
の
中
に
、
当
該
社
会
の

基
本
的
階
級
矛
盾
の
い
か
左
る
反
映
が
み
ら
れ
る
か
を
検
出
し
て
み
よ

う
と
し
た
だ
け
左
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
張
居
正
丈
量
策
で
は
「
小

経
営
」
農
民
U
佃
戸
そ
む
も
の
は
一
民
一
の
回
賦
(
租
税
)
負
担
者
と
し

て
措
定
さ
れ
る
と
と
は
左
く
、
あ
く
ま
で
封
建
的
地
代
の
負
担
者

K
止

ま
フ
た
。
租
税
の
負
担
責
任
は
、
依
然
と
し
て
業
主
(
土
地
所
有
者
)

に
あ
る
と
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
租
税
と
地
代
と
の
区
別
、
左
い
し
租
税

の
名
目
負
担
者
と
実
質
負
担
者
と
の
区
別
を
厳
と
し
て
設
け
る
こ
と
は

国
家
権
力
に
と
ヲ
て
も
、
地
主
支
配
に
と
っ
て
も
必
要
な
ζ

と
で
あ
っ

た
。
明
末
清
初
の
階
級
対
立
の
激
動
の
過
程
に
な
い
て
、
地
主
支
配
の

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

ヲ
た
。

再
編
成
と
し
て
郷
紳
的
土
地
所
有
左
い
し
郷
紳
支
配
が
成
立
す
る
理
由

も
、
上
述
の
よ
う
左
田
賦
(
租
税
)
と
佃
租
(
地
代
)
を
二
つ
の
環
節

と
し
た
余
剰
移
転
(
収
奪
)
の
関
係
を
と

b
つ
つ
、
左
軒
、
地
代
関
係

を
基
本
的
左
生
産
関
係
と
し
た
地
主
制
構
造
に
求
め
ら
れ
よ
う
口

本
稿
は
、
西
村
氏
の
批
判
長
よ
び
所
説
に
対
し
て
十
全
に
反
論
し
う

る
も
の
で
も
、
上
述
の
五
点
に
わ
た
る
-
謀
題
の
全
て
に
応
え
る
も
の
で

も
左
い
。
そ
れ
ら
は
今
後
深
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
差
し
当

っ
て
本
稿
で
は
、
山
一
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
策
と
張
居
正
丈
量
策
と
の
関

連
(
連
続
性
〉
に
つ
い
て
、
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
策
の
施
行
の
前
提
条

件
は
何
か
、
コ
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
国
一
旦
策
は
ど
の
よ
う
左
内
容
で
あ
っ
た

か
、
そ
し
て
、
張
居
正
丈
量
策

K
つ
い
て
、
己
そ
の
施
行
の
具
体
的
方

法
か
ら
窺
え
る
と
こ
ろ
の
丈
量
の
性
格
は
ど
の
よ
う
左
も
の
か
、

三
点
に
つ
い
て
考

J

祭
を
加
え
て
み
た
い
。

左

ど

嘉

靖

峰

慶

期
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策
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前

提

条

件
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賦
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租
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西
村
元
照
氏
は
、
筆
者
の
所
説
に
対
し
て
の
疑
問
点
の
第
二

K
〈
『
東

洋
史
研
究
』
三

O
i
一
、
五
二
頁
)
、

氏
(
川
勝
)
は
張
居
正
の
丈
同
一
患
に
就
き
史
料
的

K
行
き
詰
る
と
必
ず

嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
旦
一
患
に
関
す
る
記
事
を
援
用
し
て
い
る
が
、
無
前
提

的
に
こ
れ
ら
の
丈
量
を
等
質
の
も
の
と
し
て
扱
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
)

qu 

何
故
左
ら
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
が
地
主
規
格
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
、

'O



　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

　
し
、
張
宿
禰
の
丈
量
は
国
家
規
格
の
丈
量
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
従

　
っ
て
こ
れ
ら
を
同
等
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
歴
史
的
な
大
き
い
流

　
れ
を
一
応
掴
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
を
峻
別

　
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
的
発
展
段
階
と
諸
階
層
間
の
矛
盾
・
動
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
む
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　

　
等
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
こ
と
が
一
層
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
（
傍

　
点
・
注
記
は
筆
者
）

と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
筆
者
は
島
風
隆
慶
期
に
江
南
の
各
地
で
施

行
さ
れ
た
丈
量
（
策
）
と
万
建
前
、
九
年
の
温
度
正
丈
量
（
策
）
と
を

同
等
等
質
の
も
の
、
後
者
は
前
者
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
考
え
た
。

こ
の
点
は
現
在
で
も
変
っ
て
い
な
い
。
西
村
氏
と
筆
者
の
見
解
の
相
違

が
い
か
な
る
事
実
認
識
の
相
違
に
よ
る
も
の
か
は
検
討
を
要
す
る
。
し

か
し
、
そ
の
検
討
を
す
る
前
に
、
一
言
於
断
り
し
て
お
き
た
い
の
は
、

旧
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
嘉
靖
．
隆
慶
期
の
丈
量
の
事
例
を
無
前
提
的
に

官
業
正
丈
量
の
理
解
に
使
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
張
番
正
丈
量
策
の
前
提
条
件
を
考
え
た
個
所
（
｝
の
2
）
に

澄
い
て
、
万
暦
八
、
九
年
当
時
の
江
南
地
方
の
甲
立
徴
収
の
破
綻
状
況

が
嘉
靖
隆
慶
期
と
同
様
に
、
大
土
地
所
有
の
展
開
に
伴
う
地
主
層
の
税

糧
脱
免
、
倍
役
忌
避
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
か

る
地
主
層
の
不
正
行
為
は
零
細
土
地
所
有
者
へ
の
不
当
な
負
担
割
当
て

（
負
担
の
側
か
ら
み
れ
ば
負
担
過
重
）
に
よ
っ
て
償
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
。
こ
こ
に
現
実
の
土
地
所
有
の
実
態
調
査
と
し
て
丈
量
が

施
行
さ
れ
る
。
し
か
し
、
丈
量
を
施
行
す
る
と
な
っ
て
具
体
的
に
問
題

と
な
っ
た
の
は
、
・
賦
・
役
徴
収
台
帳
に
規
定
さ
れ
た
一
州
県
の
徴
収
正
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

額
“
「
原
額
」
を
い
か
に
確
保
す
る
か
（
「
補
足
原
蚕
」
）
で
あ
っ
て
、
（

丈
量
に
よ
る
「
原
額
」
の
確
保
の
手
続
き
を
通
じ
て
負
担
の
適
正
均
等

を
図
ろ
う
と
す
る
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
筆
者
は

嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
が
出
居
正
丈
量
の
先
駆
的
な
る
も
の
と
み
な
し
た
。

　
次
に
、
筆
者
は
、
張
居
正
丈
量
策
か
ら
析
出
さ
れ
る
税
糧
徴
収
の
在

り
方
が
、
嘉
靖
年
間
の
丈
量
を
伴
っ
た
賦
・
役
制
度
の
改
革
（
森
正
夫

　
　

氏
α
の
い
う
官
田
制
度
の
改
革
）
で
目
指
さ
れ
た
諸
点
と
同
一
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
官
田
・
民
田
の
区
分
を
な
く
し
て
併

ぜ
て
一
則
と
す
る
こ
と
、
お
よ
び
官
民
一
則
化
に
基
い
て
の
、
畝
ご
と

の
徴
収
額
の
定
額
化
（
聾
心
の
い
う
毎
畝
徴
収
率
の
確
定
）
な
ど
で
あ

る
。
な
お
、
土
地
台
帳
（
魚
鱗
図
冊
）
の
作
成
に
よ
っ
て
国
家
権
力
は

一
雨
の
田
地
の
掌
握
を
可
能
に
し
た
が
、
さ
ら
に
徴
税
の
実
際
に
は
、

魚
鱗
図
冊
を
基
と
し
た
帰
戸
冊
（
帰
戸
実
山
岸
、
ま
た
実
者
冊
）
が
作

成
さ
れ
て
こ
の
こ
ろ
形
骸
化
し
て
い
た
賦
役
黄
冊
に
代
わ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
魚
鱗
図
冊
一
驚
戸
冊
が
作
成
さ
れ
た
点
、
お
よ
び
そ
れ
ら
簿

冊
が
同
一
の
機
能
を
果
し
た
と
思
わ
れ
る
点
な
ど
で
も
、
嘉
靖
隆
艶
艶

の
丈
量
と
張
手
正
丈
量
と
は
連
続
を
な
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
、
嘉
事
隆
慶
期
の
丈
量
策
は
張
居
正
丈

量
策
の
先
駆
を
な
す
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
考
察
が
両
者
に
お
け
る

収
税
関
係
の
面
に
の
み
限
ら
れ
て
い
た
の
は
問
題
で
あ
る
。
実
は
、
筆

者
の
見
解
に
対
し
て
の
批
判
は
そ
こ
に
集
中
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
{
川
勝
)

し
、
張
居
正
の
丈
量
は
国
家
規
格
の
丈
量
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
従

っ
て
と
れ
ら
を
同
等
に
扱
う
と
と
に
よ
っ
て
も
歴
史
的
左
大
き
い
流

か
宇
一
応
掴
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
む
し
ろ
と
れ
ら
を
峻
別

す
る
と
と
に
よ

b
、
歴
史
的
発
展
段
階
と
諸
階
層
聞
の
矛
盾
・
動
向

島
一
リ
ト
い
い
わ
'
ん
P
宮
町
す
か
こ
と
が
一
層
可
能
と
き
。
だ
ろ
う
o

(

傍

点
・
注
記
は
筆
者
〉

と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
筆
者
は
嘉
靖
隆
慶
期
に
江
南
の
各
地
で
施

行
さ
れ
た
丈
量
(
策
)
と
万
麿
八
、
九
年
の
張
居
正
丈
量
(
策
)
と
を

同
等
等
質
の
も
の
、
後
者
は
前
者
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
考
え
た
。

と
の
点
は
現
在
で
も
変
っ
て
い
左
い
。
西
村
氏
と
筆
者
の
見
解
の
相
違

が
い
か
左
る
事
実
認
識
の
相
違

K
よ
る
も
の
か
は
検
討
を
要
す
る
。
し

か
し
、
そ
の
検
討
を
す
る
前

K
、
一
言
争
断
、
D
し
て
公
き
た
い
の
は
、

旧
稿
に
沿
い
て
筆
者
は
、
嘉
一
靖
隆
慶
期
の
丈
量
の
事
例
を
無
前
提
的

K

張
居
正
丈
量
の
理
解
に
使
用
し
て
い
る
の
で
は
左
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
張
居
正
丈
量
策
の
前
提
条
件
を
考
え
た
個
所
(
一
の

2
)

に

た
い
て
、
万
暦
八
、
九
年
当
時
の
江
南
地
方
の
税
糧
徴
収
の
破
綻
状
況

が
草
加
靖
隆
慶
期
と
同
様
に
、
大
土
地
所
有
の
展
開

K
伴
う
地
主
層
の
税

糧
脱
免
、
得
役
忌
避
陀
よ
っ
て
引
き
起
と
さ
れ
た
も
の
で
あ

b
、
か
か

る
地
主
層
の
不
正
行
為
は
零
細
土
地
所
有
者
へ
の
不
当
左
負
担
割
当
て

(
負
担
の
側
か
ら
み
れ
ば
負
担
過
重
)
陀
よ
っ
て
償
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
。

ζ

と
に
現
実
の
土
地
所
有
の
実
態
調
査
と
し
て
丈
量
が

施
行
さ
れ
る
。
し
か
し
、
丈
量
を
施
行
す
る
と
左
っ
て
具
体
的
に
問
題

と
左
ヲ
た
の
は
、
賦
・
役
徴
収
台
帳

K
規
定
さ
れ
た
一
州
県
の
徴
収
正
め

額
U

「
原
額
」
を
い
か

K
確
保
す
る
か
(
「
補
足
原
額
」
)
で
あ
っ
て
、
(

丈国一旦

K
よ
る
「
原
額
」
の
確
保
の
手
続
き
を
通
じ
て
負
担
の
適
正
均
等

を
図
ろ
う
と
す
る
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
左
点
K
-砕
い
て
、
筆
者
は

嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
が
張
居
正
丈
量
の
先
駆
的
左
る
も
の
と
み
左
し
た
。

次
に
、
筆
者
は
、
張
居
正
丈
量
策
か
ら
析
出
さ
れ
る
税
糧
徴
収
の
在

D
方
が
、
嘉
靖
年
間
の
丈
量
を
伴
っ
た
賦
・
役
制
度
の
改
革
(
森
正
夫

氏
は
の
い
う
{
呂
田
制
度
の
改
革
)
で
目
指
さ
れ
た
諸
点
と
同
一
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
す
左
わ
ち
、
官
田
・
民
間
の
区
分
を
左
く
し
て
併

せ
て
一
則
と
す
る
こ
と
、
争
よ
び
官
民
一
則
化
に
基
い
て
の
、
畝
ど
と

の
徴
収
額
の
定
額
化
(
森
氏
の
い
う
毎
畝
徴
収
率
の
確
定
)
な
ど
で
あ

る
。
な
よ
炉
、
土
地
台
帳
(
魚
鱗
図
冊
)
の
作
成
に
よ
っ
て
国
家
権
力
は

一
抵
の
団
地
の
掌
握
を
可
能
に
し
た
が
、
さ
ら
に
徴
税
の
実
際

K
は、

魚
鱗
図
冊
を
基
と
し
た
帰
戸
冊
(
帰
戸
実
徴
冊
、
ま
た
実
徴
冊
)
が
作

成
さ
れ
て
こ
の
と
ろ
形
骸
化
し
て
い
た
賦
役
黄
冊
に
代
わ
る
よ
う
に
在

る
。
こ
の
魚
鱗
図
冊
l
帰
戸
冊
が
作
成
さ
れ
た
点
、

hv

よ
び
そ
れ
ら
簿

冊
が
同
一
の
機
能
を
果
し
た
と
思
わ
れ
る
点
在
ど
で
も
、
嘉
靖
隆
慶
期

の
丈
量
と
張
居
正
丈
量
と
は
連
続
を
左
す
。

と
と
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
、
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
策
は
援
居
正
丈

日
一
旦
策
の
先
駆
を
在
す
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
考
察
が
両
者

K
-砕
け
る

収
税
関
係
の
面

K
C
み
限
ら
れ
て
い
た
の
は
問
題
で
あ
る
。
実
は
、
筆

者
の
見
解
に
対
し
て
の
批
判
は
そ
こ

K
集
中
す
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
h
y



は
、
嘉
島
隆
慶
期
の
丈
量
策
は
、
収
税
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
収
租
関

係
に
論
い
て
も
、
張
居
正
丈
量
策
の
直
接
的
な
先
駆
形
態
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
際
、
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
の
前
提

と
し
て
、
収
税
の
基
礎
に
収
租
が
あ
る
と
い
う
意
識
が
丈
量
の
担
当
者

に
あ
っ
た
か
否
か
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
嘉
靖
－
隆
慶
年

間
の
南
直
隷
松
江
府
に
澄
け
る
「
均
糧
」
施
行
の
是
否
論
か
ら
検
討
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
え
て
み
ょ
う
。
な
お
、
史
料
は
、
従
来
周
知
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
②

　
嘉
靖
二
年
の
進
士
、
の
ち
礼
部
尚
書
か
ら
嘉
靖
末
年
に
内
閣
大
学
士

と
な
っ
た
松
江
華
亭
の
大
郷
紳
徐
階
は
「
均
糧
」
反
対
の
先
頭
に
立
っ

た
が
、
そ
の
反
対
の
論
拠
は
、
彼
の
文
集
『
世
経
堂
集
』
巻
二
十
二
、

「
与
撫
按
論
均
糧
」
に
、

　
　
蓋
松
之
田
下
、
其
在
西
郷
、
畝
自
三
斗
至
五
斗
。
其
収
租
亦
自
一

　
　
石
針
斗
至
一
石
五
斗
。
間
有
一
石
七
八
斗
、
如
金
沢
鎮
者
焉
。
故

　
　
糧
五
斗
、
経
距
一
石
三
斗
者
、
西
郷
之
下
田
也
。
其
在
東
郷
、
畝

　
　
自
一
斗
至
五
升
、
而
其
事
租
亦
七
斗
至
五
斗
。
間
有
理
花
董
代
租
、

　
　
如
十
四
五
保
者
焉
。
故
糧
五
升
而
租
七
斗
者
、
東
郷
之
上
田
也
。

　
　
今
堅
魚
西
郷
之
下
田
言
之
、
租
一
石
三
斗
、
除
納
正
割
五
斗
・
加

　
　
耗
一
斗
、
其
繍
尚
七
斗
。
以
東
郷
之
上
田
言
之
、
即
製
斗
、
除
納

　
　
正
糧
五
升
・
加
耗
一
斗
、
其
蕊
不
過
量
斗
五
升
、
：
：
・
況
今
之

　
　
均
糧
也
、
上
郷
畝
四
斗
六
升
、
中
郷
畝
三
斗
三
升
、
下
郷
畝
一
斗

　
　
八
升
。
併
昔
之
所
謂
五
升
者
、
不
潔
見
乎
。
即
其
所
謂
五
升
者
、

　
　
三
倍
類
本
之
　
。
夫
所
謂
上
中
下
三
郷
者
、
其
身
田
之
肥
清
・
租

　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

　
　
之
多
寡
、
為
等
乎
、
則
如
前
所
均
、
可
　
。
如
其
不
学
、
無
乃
求

　
　
以
利
之
而
反
難
病
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
府
下
東
西
二
郷
に
お
け
る
「
田
之
野
里
」
・
「
租
之

多
寡
」
と
い
っ
た
土
地
生
産
性
な
い
し
佃
租
徴
収
額
に
相
違
が
あ
る
こ

と
を
問
題
に
し
て
い
る
。
史
料
に
言
う
所
を
、
西
郷
・
東
郷
に
対
比
さ

せ
て
み
ょ
う
。

　
（
西
郷
の
事
例
）

〔
馬
糧
〕
三
斗
～
五
斗
：
：
・

〔
収
租
〕
一
石
三
斗
～
一
石
五
斗

　
　
　
特
例
　
一
石
七
・
八
斗

　
　
　
　
　
　
　
（
金
沢
鎮
）

〔
最
下
田
の
場
合
〕
租
一
石
三

斗
一
糧
六
斗
（
正
米
五
斗
十

加
功
一
斗
）
↓
剰
余
二
黒

　
西
郷
と
東
郷
と
を
比
較
す
る
た
め
に
、

と
東
郷
の
最
上
田
の
場
合
と
を
取
っ
て
比
べ
て
も
、

有
利
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
収
租
の
多
寡
に
起
因
す
る
所
の
東
西
両
郷
の

絶
対
的
な
相
違
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
興
行
な
澄
う
と
し
て
い
る
「
均

糧
」
案
で
は
、
東
西
両
立
を
区
別
な
く
、
上
郷
畝
ご
と
に
四
斗
六
升
、

中
郷
三
斗
三
升
、
下
郷
一
斗
八
升
の
よ
う
に
三
分
と
す
る
が
、
従
前
の

五
升
田
は
、
最
低
の
場
合
で
も
三
倍
増
と
な
る
。
上
中
下
三
郷
に
東
西
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

均
一
化
さ
れ
る
課
税
法
は
、
全
く
地
域
固
有
の
土
地
生
産
性
や
佃
租
の
⑮

　
（
東
郷
の
事
例
）

〔
田
糧
〕
五
升
～
一
斗
：
：
・

〔
収
奪
〕
五
斗
～
七
斗

　
　
特
例
　
以
花
聖
代
租
（
十

　
　
　
　
　
四
五
保
）
、

〔
最
上
田
の
場
合
〕
租
七
斗
－

糧
一
斗
五
升
（
正
米
五
升
十

加
里
一
斗
〉
↓
剰
余
五
斗
五
升

今
、
西
郷
の
最
下
田
の
場
合

　
　
　
　
　
な
澄
西
郷
の
方
が

は
、
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
策
は
、
収
税
関
係
ば
か

b
で
左
く
、
収
租
関

係

K
む
い
て
も
、
張
居
正
丈
量
策
の
直
接
的
左
先
駆
形
態
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
際
、
嘉
婿
隆
慶
期
の
丈
国
一
阜
の
前
提

と
し
て
、
収
税
の
基
礎
に
収
租
が
あ
る
と
い
う
意
識
が
丈
量
の
担
当
者

に
あ
っ
た
か
否
か
を
確
認
し
て
な
か
ね
ば
左
ら
左
い
。
嘉
精

i
隆
慶
年

間
の
南
直
隷
松
江
府
に
む
け
る
「
均
糧
」
施
行
の
是
否
論
か
ら
検
討
を

加
え
て
み
よ
う
。
左
争
、
史
料
は
、
従
来
周
知
の
も
の
ば
か

D
で
あ
る
句
、

嘉
靖
二
年
の
進
士
、
の
ち
礼
部
尚
童
聞
か
ら
嘉
靖
末
年

K
内
閣
大
学
士

と
左
っ
た
松
江
華
亭
の
大
郷
紳
徐
階
は
「
均
糧
」
反
対
の
先
頭
に
立
っ

た
が
、
そ
の
反
対
の
論
拠
は
、
彼
の
文
集
『
世
経
堂
集
』
巻
二
十
二
、

「
与
擬
按
論
均
糧
」

K
、

蓋
松
之
田
糧
、
其
在
西
郷
、
畝
自
三
斗
至
五
斗
。
其
収
租
亦
白
一

石
三
斗
至
一
石
五
斗
。
間
有
一
石
七
八
斗
、
如
金
沢
鎮
者
一
歳
。
故

糧
五
斗
、
市
租
一
石
三
斗
者
、
西
郷
之
下
回
也
。
其
在
東
郷
、
畝

自
一
斗
至
五
升
、
而
其
収
租
亦
七
斗
至
五
斗
。
間
有
以
花
宣
代
租
、

如
十
四
五
保
者
駕
。
故
糧
五
升
而
租
七
斗
者
、
東
郷
之
上
回
也
。

今
姑
以
西
郷
之
下
回
言
之
、
租
一
石
三
斗
、
除
納
正
糧
五
斗
・
加

耗
一
斗
、
其
議
尚
七
斗
。
以
東
郷
之
上
回
言
之
、
租
七
斗
、
除
納

正
糧
五
升
・
加
耗
一
斗
、
其
識
不
過
五
斗
五
升
、
・
・
・
・
・
況
今
之

均
糧
也
、
上
郷
畝
四
斗
六
升
、
中
郷
畝
三
斗
三
升
、
下
郷
畝
一
斗

八
升
。
併
昔
之
所
謂
五
升
者
、
不
復
見
乎
。
即
其
所
謂
五
升
者
、

三
倍
而
取
之
失
。
夫
所
謂
上
中
下
三
郷
者
、
其
以
田
之
肥
痔
・
租

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
且
眉
棄
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

之
多
寡
、
為
等
乎
、
則
如
前
所
均
、
可
失
。
如
其
不
然
、
無
乃
求

以
利
之
市
反
以
病
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
府
下
東
西
二
郷
忙
な
け
る
「
田
之
肥
橋
」
・
「
租
之

多
寡
」
と
い
っ
た
土
地
生
産
性
な
い
し
佃
租
徴
収
額
に
相
違
が
あ
る
ζ

と
を
問
題

K
し
て
い
る
。
史
料

K
一
一
一
一
口
う
所
を
、
西
郷
・
東
郷
K
対
比
さ

せ
て
み
よ
う
。

(

西

郷

の

事

例

)

(

東

郷

の

事

例

)

〔
田
糧
〕
三
斗
J

五
斗
・
・
・
・
・
〔
田
糧
〕
五
升
J

一
斗
・
・

〔
収
租
〕
一
石
三
斗
J

一
石
五
斗
〔
収
租
〕
五
斗

t
七
斗

特

例

一

石

七

・

八

斗

特

例

以

花

宣

代

租

(

十

(

金

沢

鎮

)

四

五

保

〉

〔
最
下
回
の
場
合
〕
租
一
石
三
〔
最
上
田
の
場
合
〕
租
七
斗
l

斗
l
糧
六
斗
(
正
米
五
斗
十
糧
一
斗
五
升
〈
正
米
五
升
十

加

耗

一

斗

)

↓

剰

余

七

斗

加

耗

一

法

↓

剰

余

五

斗

五

升

西
郷
と
東
郷
と
を
比
較
す
る
た
め
に
、
今
、
西
郷
の
最
下
回
の
場
合

と
東
郷
の
最
上
回
の
場
合
と
を
取
っ
て
比
べ
て
も
、
左
な
西
郷
の
方
が

有
別
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
収
租
の
多
寡
K
起
因
す
る
所
の
東
西
両
郷
の

絶
対
的
左
相
違
で
あ
る
。
し
か
る

K
、
今
行
左
長
う
と
し
て
い
る
「
均

糧
」
案
で
は
、
東
西
両
郷
を
区
別
左
く
、
上
郷
畝
ど
と
に
四
斗
六
升
、

中
郷
三
斗
三
升
、
下
郷
一
斗
八
升
の
よ
う
に
三
分
と
す
る
が
、
従
前
の

五
升
田
は
、
最
低
の
場
合
で
も
三
倍
増
と
在
る
。
上
中
下
三
郷
に
東
西
)

に
-u

均
一
化
さ
れ
る
課
税
法
は
、
全
く
地
域
固
有
の
土
地
生
産
性
や
佃
租
の
。



　
・
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
農
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

額
を
考
慮
に
入
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
男
雛
に
あ
っ
て
は

専
ら
地
主
経
営
の
支
出
部
分
と
し
て
の
納
税
額
と
収
入
部
分
と
し
て
の

煙
雲
額
と
を
対
比
さ
せ
て
論
ず
る
こ
と
に
意
味
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て

い
る
が
、
徐
冷
同
様
に
均
糧
に
反
対
す
る
、
同
じ
松
江
の
郷
紳
何
良
俊

は
、
東
西
両
郷
の
土
地
生
産
性
な
い
し
労
働
生
産
性
の
面
の
違
い
を
強

調
す
る
。
彼
の
文
集
『
四
友
斎
叢
説
』
巻
十
四
三
十
に
は
、

　
　
土
均
糧
、
本
因
其
不
均
而
欲
均
之
也
。
然
各
処
皆
已
均
過
、
而
松

　
　
江
独
未
者
。
蓋
各
処
之
田
、
錐
土
肥
清
不
同
、
然
未
有
如
松
江
之

　
　
高
下
懸
絶
者
。
夫
東
西
之
両
郷
、
不
但
土
亡
妻
，
瘡
。
西
郷
田
低
水

　
　
平
、
易
於
車
扉
。
夫
妻
二
人
可
種
二
十
五
畝
、
稽
勤
者
可
致
三
十

　
　
畝
。
且
土
肥
穫
多
、
毎
畝
収
三
石
墨
不
論
、
只
説
収
二
石
五
斗
、

　
　
毎
歳
可
得
二
七
入
十
石
　
。
故
取
置
有
一
石
六
七
聖
者
。
東
郷
田

　
　
高
岸
腱
、
車
皆
直
竪
、
無
異
於
汲
水
。
水
梢
不
到
、
苗
尽
早
死
。

　
　
毎
遇
旱
歳
、
車
回
徹
夜
不
休
。
夫
妻
二
人
極
力
耕
種
、
止
可
五
畝
。

　
　
若
年
歳
豊
熟
、
毎
畝
収
一
石
五
斗
。
故
取
移
多
者
八
斗
、
少
者
只

　
　
黄
董
四
五
斗
耳
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
東
西
両
郷
に
澄
け
る
水
利
の
便
、
不
便
の
差
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
農
業
労
働
に
お
け
る
生
産
性
の
違
い
、
生
産
走
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
低
の
差
の
あ
る
こ
と
侮
を
加
味
し
た
表
現
と
し
て
の
取
租
の
多
寡
が

心
髄
の
反
対
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
何
良
俊
の
叙
述
は
、
徐
階

の
言
と
較
べ
て
み
る
と
、
強
奪
を
取
る
側
で
は
な
く
取
ら
れ
る
側
を
、

地
主
の
経
営
収
支
で
な
く
農
民
の
家
計
収
支
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い

る
点
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
西
両
法
が
誓
書
と
な
の

り
・
生
産
諸
勢
の
低
い
東
郷
が
西
郷
と
の
か
ね
禽
で
糧
額
の
大
幅
な
㊤

引
き
上
げ
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
家
彫
の
実
質
的
負
担
者
で
あ
る
直
接

生
産
者
農
民
の
負
担
に
耐
え
ぬ
も
の
と
な
る
。
或
は
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
地
主
収
奪
の
限
界
を
越
え
て
し
ま
う
と
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
か
か
る
「
均
糧
」
反
対
論
の
論
拠
は
、
次
の
よ
う
な
関

係
に
よ
っ
て
旨
趣
そ
の
も
の
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
崩
壊
し
て
い

る
と
い
う
。
崇
禎
松
江
府
志
巻
墨
田
賦
下
、
賦
議
利
弊
「
侍
御
南
湖
徐

公
世
塵
均
半
漁
議
弁
」
に
は
、

　
　
況
二
十
年
来
、
難
金
沢
鎮
田
、
騰
売
無
主
、
租
界
大
樹
、
民
難
大

　
　
減
、
民
不
肯
佃
。
此
其
故
何
也
。
蓋
因
重
重
追
併
、
民
多
逃
亡
、

　
　
早
強
区
更
可
知
　
。
東
郷
上
区
田
、
増
価
翼
下
、
租
難
瞼
石
、
民

　
　
且
楽
界
。
此
其
故
平
心
也
。
蓋
軽
罪
易
弁
、
動
卑
下
区
、
凡
徴
派

　
　
更
梢
減
　
。

と
み
え
る
。
徐
宗
魯
は
い
う
。
最
近
二
十
年
間
、
金
沢
鎮
地
区
の
よ
う

な
良
田
地
区
で
竜
、
賎
く
売
っ
て
も
買
手
が
つ
か
ず
、
佃
租
が
大
減
し

承
佃
者
の
数
が
大
減
し
て
も
、
民
は
佃
作
に
応
じ
な
い
と
い
う
。
土
地
，

の
買
手
に
し
て
も
佃
戸
に
し
て
も
、
重
篤
追
併
（
追
徴
）
の
影
響
を
恐

れ
る
か
ら
だ
。
西
郷
の
民
は
逃
亡
し
、
他
区
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
右
の
事
例
に
つ
い
て
森
正
夫
氏
Q
は
、
・
「
重
耳
管
併
」
が
何
ら
か
の

形
で
佃
戸
に
も
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
の
を
恐
れ
た
と
し
、
佃
戸
は
形
式

的
に
は
「
国
家
の
支
配
」
を
受
け
な
い
が
、
実
質
的
に
は
受
け
て
い
る

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
棄
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

額
を
考
慮

K
入
れ
左
い
も
の
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
徐
階
に
あ
っ
て
は

専
ら
地
主
経
営
の
支
出
部
分
と
し
て
の
納
税
額
と
収
入
部
分
と
し
て
の

収
租
額
と
を
対
比
さ
せ
て
論
ず
る
ζ

と
に
意
味
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て

い
る
が
、
徐
階
同
様
に
均
糧
に
反
対
す
る
、
同
じ
松
江
の
郷
紳
何
良
俊

は
、
東
西
両
郷
の
土
地
生
産
性
左
い
し
労
働
生
産
性
C
面
の
違
い
を
強

調
す
る
。
彼
の
文
集
『
四
友
斎
叢
説
』
巻
十
四
史
十
に
は
、

夫
均
糧
、
本
因
其
不
均
而
欲
均
之
也
。
然
各
処
皆
己
均
過
、
市
松

江
独
未
者
。
蓋
各
処
之
回
、
雄
有
肥
痔
不
向
、
然
未
有
如
松
江
之

高
下
懸
絶
者
。
夫
東
西
之
両
郷
、
不
但
土
有
肥
椿
。
西
郷
田
低
水

平
、
易
於
車
一
周
。
夫
妻
二
人
可
種
二
十
五
畝
、
稀
勤
者
可
致
三
十

畝
。
且
土
肥
穫
多
、
毎
畝
収
三
石
者
不
論
、
只
説
収
二
石
五
斗
、

毎
歳
可
得
米
七
八
十
石
注
入
。
故
取
租
有
一
石
六
七
斗
者
。
東
郷
田

高
岸
徒
、
車
皆
直
竪
、
無
異
於
汲
水
。
水
稀
不
到
、
苗
尽
稿
死
。

毎
遇
早
歳
、
車
声
徹
夜
不
休
。
夫
妻
二
人
極
力
耕
種
、
止
可
五
畝
。

若
年
歳
豊
熟
、
毎
畝
収
一
石
五
斗
。
故
取
移
多
者
八
斗
、
少
者
只

黄
萱
四
五
斗
耳
。

と
あ

b
、
と
こ
で
は
東
西
両
郷
に
な
け
る
水
利
の
使
、
不
便
の
差
に
よ

ヲ
て
規
定
さ
れ
る
農
業
労
働

k
b
け
る
生
産
性
の
違
い
、
生
産
諸
力
の

高
低
の
差
の
あ
る
と
と
但
を
加
味
し
た
表
現
と
し
て
の
取
租
の
多
寡
が

均
糧
の
反
対
根
拠
と
ま
っ
て
い
る
。
左
台
、
何
良
俊
の
叙
述
は
、
徐
階

の
言
と
較
べ
て
み
る
と
、
佃
租
を
取
る
側
で
は
左
く
取
ら
れ
る
側
を
、

地
主
の
経
営
収
支
で
左
く
農
民
の
家
計
収
支
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い

る
点
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま

b
、
東
西
両
郷
が
均
糧
と
在
同

b
、
生
産
諸
力
の
低
い
東
郷
が
西
郷
と
の
か
ね
合
い
で
糧
額
の
大
幅
左
(

引
き
上
げ
に
在
っ
た
ら
、
そ
れ
は
税
糧
の
実
質
的
負
担
者
で
あ
る
直
接

生
産
者
農
民
の
負
担
に
耐
え
ぬ
も
の
と
在
る
。
或
は
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
地
主
収
奪
の
限
界
を
越
え
て
し
ま
う
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
う
。

と
と
ろ
が
、
か
か
る
「
均
糧
」
反
対
論
の
論
拠
は
、
次
の
よ
う
な
関

係
に
よ
っ
て
収
租
そ
の
も
の
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
崩
壊
し
て
い

る
と
い
う
。
山
宗
禎
松
江
府
志
巻
十
回
賦
下
、
賦
議
利
弊
「
侍
御
南
湖
徐

公
宗
魯
均
糧
異
議
弁
」

K
は、

況
二
十
年
来
、
雄
金
沢
鎮
回
、
賎
売
無
主
、
租
雄
大
減
、
民
雄
大

減
、
民
不
肯
佃
。
此
其
故
何
也
。
蓋
一
国
重
糧
追
併
、
民
多
逃
亡
、

在
他
区
吏
可
知
失
。
東
郷
土
区
回
、
増
価
趨
買
、
租
雌
験
石
、
民

且
楽
耕
。
此
其
故
又
何
也
。
蓋
軽
糧
易
弁
、
動
称
下
区
、
凡
徴
派

更
梢
滅
失
。

と
み
え
る
。
徐
宗
魯
は
い
う
。
最
近
二
十
年
間
、
金
沢
鎮
地
区
の
よ
う

左
良
団
地
区
で
も
、
賎
く
売
っ
て
も
買
手
が
つ
か
ず
、
佃
租
が
大
減
し

承
佃
者
の
数
が
大
減
し
て
も
、
民
は
佃
作

K
応
じ
左
い
と
い
う
。
土
地

の
買
手
に
し
て
も
佃
戸
に
し
て
も
、
重
糧
追
併
(
追
徴
〉
の
影
響
を
恐

れ
る
か
ら
だ
。
西
郷
む
民
は
逃
亡
し
、
他
区
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
。

右
の
事
例
に
つ
い
て
森
正
夫
氏

ωは
、
「
重
糧
追
併
」
が
何
ら
か
の

形
で
佃
戸
に
も
ふ

b
か
か
っ
て
く
る
の
を
恐
れ
た
と
し
、
佃
戸
は
形
式

的
に
は
「
国
家
の
支
配
」
を
受
け
左
い
が
、
実
質
的
に
は
受
け
て
い
る



と
理
解
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
村
元
照
氏
は
、
か
か
る
重
糧
追
併
に
あ

っ
て
、
佃
戸
層
は
直
接
的
に
（
従
っ
て
名
目
的
・
形
式
的
に
も
）
追
徴

の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
右
の
徐
早
智
の
言
う
と
こ

ろ
は
、
徐
階
や
何
良
俊
の
言
と
も
関
連
し
て
、
重
糧
即
言
租
と
い
う
相

関
関
係
（
つ
ま
り
牢
記
で
あ
．
る
こ
と
は
重
租
．
で
あ
る
こ
と
に
結
果
す
る
）

に
よ
っ
て
、
課
税
の
影
響
が
佃
戸
に
も
及
ぶ
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
佃

戸
は
実
質
的
な
追
徴
加
税
分
（
重
糧
）
の
負
担
で
あ
っ
て
も
形
式
的
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
接
的
な
負
担
者
で
は
断
じ
て
な
い
缶
。

　
と
こ
ろ
で
、
西
村
氏
は
、
虚
糧
が
佃
戸
の
抗
租
に
よ
っ
て
も
起
る
場

合
の
あ
っ
た
こ
と
を
嘉
靖
二
十
五
年
頃
の
徐
階
の
私
信
に
よ
っ
て
認
定

し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
西
村
氏
が
、
　
「
地
主
の
経
営
形
態
に
対
す

る
地
方
官
の
改
革
の
試
み
（
借
金
催
促
の
禁
止
令
－
討
債
之
禁
）
が
マ

イ
ナ
ス
効
果
を
生
じ
、
そ
の
結
果
、
抗
租
と
虚
糧
を
生
じ
さ
せ
た
も
の

で
あ
り
’
、
や
は
・
り
虚
糧
の
基
本
的
原
因
は
佃
戸
の
側
に
あ
る
の
で
な
く

地
主
の
側
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
㊧
」
と
す
る
の
に
は
賛
成

で
き
な
い
。
藤
縄
の
呂
光
風
あ
て
の
書
簡
（
『
世
経
堂
集
』
巻
二
十
二

「
復
呂
沃
洲
」
）
に
、

　
　
蓋
松
之
俗
、
大
家
有
田
而
不
能
耕
、
必
以
属
佃
戸
。
佃
戸
欲
耕
而

　
　
不
足
昏
夢
、
毒
心
仰
大
家
。
其
演
算
勢
、
不
蕾
主
僕
之
相
資
、
父

　
　
兄
子
弟
之
相
養
。
故
大
家
於
佃
戸
、
難
或
不
能
無
虐
、
而
不
敢
甚

　
　
導
者
、
寒
樹
為
之
耕
也
。
佃
戸
於
大
家
、
中
押
能
無
負
、
而
不
敢

　
　
尽
負
業
、
儂
莫
為
之
貸
也
。
正
徳
以
前
、
民
生
裕
而
郷
無
悪
俗
、

　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

　
　
国
賦
登
而
獄
鮮
繋
囚
、
由
此
道
也
。
客
年
以
来
、
有
司
数
下
討
債

　
・
之
禁
、
又
重
之
灘
放
之
刑
。
於
是
、
佃
戸
隠
然
動
其
不
義
不
信
之

　
　
心
、
而
大
家
予
言
焉
、
催
入
営
有
司
之
署
。
昔
之
所
謂
相
盗
相
養

　
　
者
、
始
変
宰
相
猜
相
雛
。
不
瓦
書
不
可
取
償
、
鶴
甲
亦
多
負
　
。

　
　
債
不
可
取
償
、
其
始
若
止
於
病
大
家
、
而
不
知
佃
戸
無
所
仰
給
、

　
　
則
不
免
於
坐
上
。
租
之
多
負
、
有
司
者
黒
熱
欣
然
自
詫
玉
笹
剛
之

　
　
政
、
以
為
当
無
古
人
。
而
不
知
租
無
掛
入
、
則
税
無
所
出
。
債
之

　
　
而
久
、
適
賦
日
滋
。
　
・
：
：
：
為
今
之
計
、
請
罷
去
新
令
、
開
諭

　
　
大
家
、
使
各
憧
其
佃
戸
、
合
闇
身
性
離
之
情
、
敦
末
世
已
澆
之
俗

　
　
則
不
必
鷹
幣
蔵
、
煩
吏
卒
、
士
民
爆
撃
失
所
。

と
あ
り
、
確
か
に
、
徐
階
は
右
文
末
の
結
論
部
分
で
は
、
貸
付
け
金
の

返
還
催
促
に
対
す
る
禁
止
令
の
撤
廃
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
地
主
大
家
が
個
々
の
佃
戸
を
賑
帯
し
、
佃
戸
と
の
間
の

信
頼
関
係
を
取
り
戻
す
べ
き
こ
と
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
重
要
な

点
は
後
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
提
案
が
出
さ
れ
る
地
主
一
佃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

戸
関
係
は
、
　
「
相
資
相
養
」
が
変
じ
て
「
相
猜
相
雛
」
と
な
っ
た
σ
と

い
わ
れ
る
よ
う
な
、
相
互
に
不
信
の
極
に
達
し
た
状
態
で
あ
っ
た
。
で

は
、
何
が
原
因
で
か
か
る
地
主
、
佃
戸
関
係
の
危
機
的
情
況
が
生
じ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
に
借
金
催
促
の
禁
止
令
そ
の
も
の
に
原
因

が
あ
る
の
で
は
な
い
。
禁
止
令
が
出
た
の
に
乗
じ
て
佃
戸
の
う
ち
に
は

翼
然
と
し
て
地
主
に
対
す
る
不
義
不
信
の
心
（
例
え
ば
、
負
債
を
返
さ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
い
、
ふ
み
た
お
す
）
を
持
つ
も
の
も
現
れ
た
。
租
米
収
取
も
．
負
債
と
6

と
理
解
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
村
元
照
氏
は
、
か
か
る
重
糧
追
併
K
あ

っ
て
、
佃
戸
層
は
直
接
的
に
(
従
っ
て
名
目
的
・
形
式
的
に
も
)
追
徴

の
対
象
と
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
右
の
徐
宗
魯
の
言
う
と
こ

ろ
は
、
徐
階
や
何
良
俊
の
言
と
も
関
連
し
て
、
重
糧
即
重
租
と
い
う
相

関
関
係
(
フ
ま

b
重
糧
で
あ
る
と
と
は
重
租
で
あ
る
こ
と

K
結
果
す
る
)

に
よ
っ
て
、
課
税
の
影
響
が
佃
戸
に
も
及
ぶ
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
佃

戸
は
実
質
的
左
追
徴
加
税
分
〈
重
糧
)
の
負
担
で
あ
っ
て
も
形
式
的
・

直
接
的
左
負
担
者
で
は
断
じ
て
左
い
何
o

と
こ
ろ
で
、
西
村
氏
は
、
虚
糧
が
佃
戸
の
抗
租

K
よ
っ
て
も
起
る
場

合
の
あ
っ
た
こ
と
を
嘉
靖
二
十
五
年
頃
の
徐
階
の
私
信
に
よ
っ
て
認
定

し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
西
村
氏
が
、
「
地
主
の
経
営
形
態
K
対
す

る
地
方
官
の
改
革
の
試
み
(
借
金
催
促
の
禁
止
令

i
討
債
之
禁
)
が
マ

イ
ナ
ス
効
果
を
生
じ
、
そ
の
結
果
、
抗
租
と
虚
糧
を
生
じ
さ
せ
た
も
の

で
あ

b
、
や
は

b
虚
糧
の
基
本
的
原
因
は
佃
戸
の
側
に
あ
る
の
で
左
く

地
主
の
側
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
う
ん
ゆ
」
と
す
る
の
に
は
賛
成

で
き
左
い
。
徐
階
の
呂
光
淘
あ
て
の
書
簡
(
『
世
経
堂
集
』
巻
二
十
二

「
復
呂
沃
洲
」

)
K
、

蓋
松
之
俗
、
大
家
有
田
而
不
能
耕
、
必
以
属
伽
戸
。
佃
戸
欲
耕
一
而

不
足
於
食
、
必
以
仰
大
家
。
其
情
与
勢
、
不
一
官
主
僕
之
相
資
、
父

兄
子
弟
之
相
養
。
故
大
家
於
佃
戸
、
雄
或
不
能
無
虐
、
市
不
敢
甚

虐
者
、
憧
莫
為
之
耕
也
。
佃
戸
於
大
家
、
雄
不
能
無
負
、
而
不
敢

尽
負
者
、
懐
莫
為
之
貸
也
。
正
徳
以
前
、
民
生
裕
而
郷
無
悪
俗
、

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

国
賦
登
市
獄
鮮
繋
囚
、
由
此
道
也
。
趨
年
以
来
、
有
司
数
下
討
債

之
禁
、
又
重
之
擁
放
之
刑
。
於
是
、
佃
戸
嵩
然
動
其
不
義
不
信
之

心
、
市
大
家
情
惜
駕
、
懐
入
於
有
司
之
官
。
昔
之
所
諸
相
資
相
養

者
、
始
変
為
相
猪
相
儲
。
不
惟
債
不
可
取
償
、
而
租
亦
多
負
失
。

債
不
可
取
償
、
其
始
若
止
於
病
大
家
、
市
不
知
佃
戸
無
所
仰
給
、

則
不
免
於
坐
籍
。
租
之
多
負
、
有
司
者
莫
不
欣
然
自
詫
其
茄
剛
之

政
、
以
為
前
無
古
人
。
而
不
知
租
無
所
入
、
則
税
無
所
出
。
債
之

而
久
、
遁
賦
日
滋
。
・
・
・
・
・
・
・
為
今
之
計
、
請
罷
去
新
令
、
開
諭

大
家
、
使
各
他
其
佃
戸
、
合
間
闘
己
離
之
情
、
敦
末
世
己
涜
之
俗

則
不
必
康
裕
蔵
、
煩
吏
卒
、
而
民
可
無
失
所
。

と
あ

D
、
確
か
に
、
徐
階
は
右
文
末
の
結
論
部
分
で
は
、
貸
付
け
金
の

返
還
催
促

K
対
す
る
禁
止
令
の
撤
廃
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
は
左
く
、
地
主
大
家
が
個
々
の
佃
戸
を
賑
岨
し
、
佃
戸
と
の
聞
の

信
頼
関
係
を
取

b
戻
す
べ
き
こ
と
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
重
要
左

点
は
後
者
で
あ
る
。
す
左
わ
ち
、
か
か
る
提
案
が
出
さ
れ
る
地
主

i
佃

戸
関
係
は
、
「
相
資
相
養
」
が
変
じ
て
「
相
猪
相
簡
」
と
左
っ
た
げ
と

い
わ
れ
る
よ
う
左
、
相
互
に
不
信
の
極

K
達
し
た
状
態
で
あ
っ
た
。
で

は
、
何
が
原
因
で
か
か
る
地
主
、
佃
戸
関
係
の
危
機
的
情
況
が
生
じ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単

K
借
金
催
促
の
禁
止
令
そ
の
も
の

K
原
因

が
あ
る
の
で
は
左
い
。
禁
止
令
が
出
た
の
に
乗
じ
て
佃
戸
の
う
ち
に
は

器
然
と
し
て
地
主
に
対
す
る
不
義
不
信
の
心
(
例
え
ば
、
負
債
を
返
さ
)司'

な
い
、
ふ
み
た
・
砕
す
)
を
持
つ
も
の
も
現
れ
た
。
租
米
収
取
も
負
債
と
。



　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

同
様
な
状
況
で
あ
り
、
地
主
は
租
が
と
れ
ず
、
従
っ
て
税
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
（
た
だ
し
、
佃
戸
も
地
主
か
ら
米
や
銭
を
借
り
ら
れ
ず

生
活
に
困
ま
る
）
。
従
っ
て
、
以
上
の
関
係
を
図
式
的
に
単
純
化
す
れ

ば
、
地
方
官
の
改
革
の
試
み
↓
佃
戸
の
抗
租
↓
滞
納
税
の
増
大
、
と
な

り
、
特
に
、
禁
止
令
の
出
た
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
負
債
を
借
さ
な

い
、
洋
燈
を
払
わ
な
い
佃
戸
の
逞
さ
、
闘
う
佃
戸
の
主
体
性
の
確
立
が

注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

．
松
江
府
の
佃
戸
像
に
つ
い
て
手
差
が
指
摘
す
る
よ
う
な
状
況
は
、
当

時
蘇
州
府
呉
江
県
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
嘉
四
十
上
県
志
望
十
三
典
礼

志
野
風
俗
の
条
に
は
、

　
　
農
田
、
計
畝
索
租
、
下
自
署
斗
上
四
一
石
筆
斗
避
止
。
佃
戸
輸
之

　
　
田
主
。
田
主
具
洒
食
、
或
就
以
粟
労
之
。
名
日
租
界
。
其
貧
民
、

　
　
春
夏
、
告
貸
馬
準
々
、
至
工
率
以
二
石
釧
一
石
者
。
名
駅
生
米
。

　
　
潔
白
入
月
貸
出
息
亦
同
。
故
米
人
有
出
撃
一
之
諺
。
又
有
汁
出
頼

　
・
頼
強
電
倣
債
玄
馬
。
頼
頼
淋
夕
風
、
言
禾
半
熟
而
汁
出
淋
湛
者
、

　
　
刈
而
食
之
、
燭
台
挙
債
也
。
其
貸
銀
・
銭
者
、
則
出
軍
五
分
、
名

　
　
日
生
銭
。
按
此
莫
志
所
・
載
、
即
成
化
以
前
事
。
近
年
、
軍
法
不
行

　
　
平
銀
導
因
二
分
以
至
五
分
。
米
息
自
四
分
楽
律
七
分
。
絶
無
所
謂

　
　
倍
償
亭
々
。
甚
者
或
井
其
事
而
負
之
。
難
墨
引
亦
然
。
時
之
不
同

　
　
有
如
是
　
。

と
あ
り
、
旧
志
で
あ
る
弘
治
呉
心
志
（
早
旦
編
修
）
の
応
化
以
前
の
風

俗
と
い
う
記
事
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
の
対
比
を
行
う

な
か
で
、
成
化
以
降
嘉
靖
時
に
至
る
七
十
年
間
に
、
地
主
と
佃
戸
の
小
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

作
関
係
、
も
し
く
は
富
室
と
貧
民
の
債
務
関
係
（
両
者
が
一
致
す
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

合
も
多
か
っ
た
）
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
述
べ
る
。
右
の
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
森
正
夫
氏
⑱
の
、
ほ
ぼ
正
確
か
分
析
紹
介
が
な

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
森
氏
が
、
右
文
の
前
半
部
に
つ
い
て
「
十
五

世
紀
後
半
の
『
弘
治
志
』
段
階
と
同
じ
く
、
田
主
が
租
を
納
入
に
き
た

佃
戸
に
酒
食
を
供
す
る
と
い
う
慣
行
、
一
見
親
密
で
は
あ
る
が
個
々
の

佃
戸
が
地
主
に
把
握
さ
れ
強
固
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
」
と
理
解
し
て
い
6
の
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
を
示
そ

う
。
ま
ず
ハ
右
文
の
史
料
批
判
に
関
し
て
、
二
つ
の
場
合
を
設
け
て
考

え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
補
註
）

　
そ
の
一
は
、
右
文
冒
頭
か
ら
「
日
生
銭
」
の
箇
所
ま
で
を
全
部
『
莫

志
（
弘
治
志
）
』
の
引
き
写
，
し
と
し
、
従
っ
て
そ
の
内
容
は
成
化
以
前

の
事
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
租
米
の
下
限
額
を
弘
治
志
で
一
石
と
あ
っ

た
も
の
が
入
斗
に
変
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
は
全
く
同
内
容
で
あ
り
、
し

か
も
銀
息
に
つ
い
て
も
米
息
に
つ
い
て
も
、
　
「
絶
無
所
謂
倍
償
之
事
」

と
下
文
に
い
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
文
の
前
半
で
は
、
春
夏

か
ら
冬
ま
で
の
生
米
の
利
息
が
正
に
倍
償
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
弘

治
志
の
全
く
の
引
き
写
し
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
租
米
の
下
限
を
一
石
か
ら
八
斗
に
書
き
換
え
た
点
の
み
は
、

，
弘
治
志
そ
の
ま
ま
の
引
記
と
す
る
の
に
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で

こ
の
点
に
注
目
す
る
と
、
第
二
の
場
合
の
解
釈
は
、
弘
治
志
の
引
用
の

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

同
様
左
状
況
で
あ

b
、
地
主
は
租
が
と
れ
ず
、
従
っ
て
税
を
納
め
る
と

と
が
で
き
左
い
〈
た
だ
し
、
佃
戸
も
地
主
か
ら
米
や
銭
を
借

b
ら
れ
ず

生
活

K
因
ま
る
)
。
従
っ
て
、
以
上
の
関
係
を
図
式
的
に
単
純
化
す
れ

ば
、
地
方
官
の
改
革
の
試
み
↓
佃
戸
の
抗
租
↓
滞
納
税
の
増
大
、
と
左

b
、
特

K
、
禁
止
令
の
出
た
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
負
債
を
借
さ
在

い
、
租
米
を
払
わ
左
い
佃
戸
の
逗
さ
、
闘
う
佃
戸
の
主
体
性
の
確
立
が

注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

松
江
府
の
佃
戸
像
に
つ
い
て
徐
階
が
指
摘
す
る
よ
う
左
状
況
は
、
当

時
蘇
州
府
呉
江
県
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
嘉
靖
呉
江
県
志
巻
十
三
典
礼

志
三
風
俗
の
条
に
は
、

農
目
、
計
畝
索
租
、
下
自
八
斗
上
至
一
石
八
斗
而
止
。
佃
戸
輸
之

国
主
。
田
主
具
酒
食
、
或
就
以
粟
労
之
。
名
目
租
米
。
其
貧
民
、

春
夏
、
告
貸
於
富
室
、
至
冬
率
以
二
石
償
一
石
者
。
名
目
生
米
。

難
七
八
月
貸
出
息
亦
向
。
故
呉
人
有
出
加
一
之
諺
。
又
有
汁
出
頼

頼
強
如
倣
債
之
一
謡
。
頼
頼
淋
璃
貌
、
言
禾
半
熟
而
汁
出
淋
滴
者
、

刈
而
食
之
、
猶
勝
挙
債
也
。
其
貸
銀
・
銭
者
、
則
出
息
五
分
、
名

目
生
銭
。
按
此
莫
志
所
載
、
乃
成
化
以
前
事
。
近
年
、
銭
法
不
行

而
銀
息
自
二
分
以
至
五
分
。
米
息
自
四
分
以
至
七
分
。
絶
無
所
謂

倍
償
之
事
。
甚
者
或
井
其
本
市
負
之
。
雄
租
米
亦
然
。
時
之
不
同

有
如
是
失
。

と
あ

b
、
旧
志
で
あ
る
弘
治
呉
江
志
(
莫
旦
編
修
)
の
成
化
以
前
の
風

俗
と
い
う
記
事
を
引
き
合
い
に
出
し
左
が
ら
、
そ
れ
と
の
対
比
を
行
う

在
か
で
、
成
化
以
降
嘉
靖
時

K
至
る
七
十
年
間
に
、
地
主
と
佃
戸
の
小
同

作
関
係
、
も
し
く
は
富
室
一
と
貧
民
の
債
務
関
係
(
両
者
が
一
致
す
る
場
(

合
も
多
か
ヲ
た
)
が
ど
の
よ
ゲ
に
変
化
し
た
か
を
述
べ
る
。
右
の
事
例

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
森
正
夫
氏

ωの
、
ほ
ほ
正
確
左
分
析
紹
介
が
在

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
森
氏
が
、
右
文
の
前
半
部
に
つ
い
て
「
十
五

世
紀
後
半
の
『
弘
治
志
』
段
階
と
同
じ
く
、
田
主
が
租
を
納
入
に
き
た

佃
戸

K
酒
食
を
供
す
る
と
い
う
慣
行
、
一
見
親
密
で
は
あ
る
が
個
々
の

佃
戸
が
地
主
に
把
握
さ
れ
強
固
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
と
を
う
か
が
わ

せ
る
」
と
理
解
し
て
い
る
の
に
は
賛
成
で
き
左
い
。
そ
の
理
由
を
示
そ

う
。
ま
ず
、
右
文
の
史
料
批
判
に
関
し
て
、
二
つ
の
場
合
を
設
け
て
考

え
て
み
左
け
れ
ば
左
ら
左
い
。
(
補
註
)

そ
の
一
は
、
右
文
冒
頭
か
ら
「
日
生
銭
」
の
箇
所
ま
で
を
全
部
『
莫

志
(
弘
治
志
〉
』
の
引
き
写
し
と
し
、
従
っ
て
そ
の
内
容
は
成
化
以
前

の
事
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
租
米
の
下
限
額
を
弘
治
志
で
一
石
と
あ
っ

た
も
の
が
八
斗
に
変
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
は
全
く
同
内
容
で
あ

D
、
し

か
も
銀
息
に
つ
い
て
も
米
息
に
つ
い
て
も
、
「
絶
無
所
謂
倍
償
之
事
」

と
下
文
に
い
っ
て
い
る
陀
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
文
の
前
半
で
は
、
春
夏

か
ら
冬
ま
で
の
生
米
の
利
息
が
正
に
倍
償
に
左
ヲ
て
い
る
と
と
は
、
弘

治
志
の
全
く
の
引
き
写
し
と
考
え
左
け
れ
ば
左
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
租
米
の
下
限
を
一
石
か
ら
八
斗
に
書
き
換
え
た
点
の
み
は
、

弘
治
志
そ
の
ま
ま
の
引
記
と
す
る
の
に
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で

こ
の
点
に
注
目
す
る
と
、
第
二
の
場
合
の
解
釈
は
、
弘
治
志
の
引
用
の



程
度
に
限
定
を
つ
け
て
、
租
米
の
下
限
を
一
石
か
ら
八
斗
に
書
き
換
え

た
点
に
つ
い
て
は
、
弘
治
志
の
記
事
を
参
考
に
し
な
が
ら
嘉
靖
時
の
状

況
を
描
写
し
た
の
で
あ
る
と
理
解
し
た
ら
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

場
合
で
も
、
租
米
の
下
限
額
の
よ
う
な
成
化
と
嘉
靖
と
で
変
化
が
歴
然

と
し
て
い
る
厳
た
る
事
実
そ
の
も
の
は
嘉
靖
の
実
態
を
記
さ
ざ
る
を
え

な
い
が
、
　
「
田
主
具
酒
食
、
或
就
以
粟
労
之
」
の
よ
う
な
人
の
行
為
態

度
に
つ
い
て
の
表
現
で
、
そ
の
表
現
が
意
味
す
る
内
容
が
ど
う
に
で
も

評
価
さ
れ
る
も
の
は
「
弘
治
志
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
示
す
内
容

は
全
く
異
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
弘
治
志
段

階
で
は
、
佃
戸
支
配
の
強
さ
を
示
し
た
は
ず
の
「
田
主
が
酒
食
を
具
え

或
は
就
ち
粟
を
以
て
之
を
労
う
」
と
い
う
地
主
一
佃
戸
の
親
密
な
関
係

は
嘉
靖
時
と
し
て
は
、
単
な
る
地
主
の
願
望
に
す
ぎ
な
い
状
態
を
示
す
。

つ
ま
り
、
租
米
を
納
め
て
く
れ
る
の
は
有
難
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
、
酒

食
を
供
し
、
丈
字
通
り
労
う
状
態
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
際
、
割
米
納
入
に
つ
い
て
、
　
「
弘
治
志
」
の
「
租
戸
以
乾
円

好
米
、
納
還
田
主
」
と
い
う
表
現
が
、
単
に
「
佃
戸
豊
肥
田
主
」
の
表

現
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
単
な
る
簡
易
化
で
あ
る
と
い
う
以
上
に

佃
戸
の
側
が
乾
円
好
米
を
租
米
に
あ
て
な
く
な
っ
た
状
況
を
反
映
し
、

ま
た
、
本
来
租
米
は
「
納
め
還
ナ
べ
き
も
の
」
と
意
識
…
さ
れ
た
の
に
、

そ
れ
が
単
に
「
輪
…
る
も
の
」
と
し
か
意
識
さ
れ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
租

米
に
対
す
る
佃
戸
の
意
識
の
変
化
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
佃
戸
が
蝋
腺
を
納
め
る
の
は
当
然

　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

で
あ
る
と
落
ち
つ
い
て
い
た
の
で
は
取
り
は
ぐ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の

で
あ
る
。

　
以
上
い
ず
れ
に
考
え
て
も
、
地
主
に
と
っ
て
「
弘
治
志
」
段
階
の
地

主
と
佃
戸
の
共
存
・
信
頼
関
係
（
実
は
強
い
佃
戸
支
配
）
は
嘉
靖
末
年

で
は
夢
物
語
と
な
っ
て
お
り
、
地
主
の
亜
聖
は
危
機
的
状
況
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
里
並
の
言
や
『
嘉
靖
呉
江
県
志
・
風
俗
』
の
記
事
の
い
う
と
こ
ろ
を

佃
戸
の
側
に
即
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
佃
戸
像
は
、
平
米
納
入
率
や
負
債

の
利
率
を
引
き
下
げ
、
あ
る
い
は
支
払
い
時
期
を
引
き
の
ば
し
、
更
に

は
ふ
み
た
お
し
ま
で
も
行
う
と
い
っ
た
、
ま
さ
に
「
生
産
の
場
に
居
坐

っ
た
ま
ま
日
常
的
な
闘
争
を
展
開
す
る
」
逞
し
い
姿
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
か
か
る
佃
戸
の
存
在
形
態
に
対
し
、
地
主
は
下
降
の
面
か
ら
危

機
意
識
を
持
ち
、
ま
た
国
家
（
地
方
官
）
は
収
税
の
面
か
ら
危
機
意
識

を
持
つ
。
こ
こ
に
地
主
と
国
家
と
は
共
通
の
危
機
意
識
を
定
着
さ
せ
る

情
況
が
出
現
し
た
。
何
ら
か
の
対
策
が
両
者
の
利
害
の
一
致
の
も
と
に

講
ぜ
ら
れ
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
れ
で
は
、
丈
量
策
は
、
そ
の
対
策
の

一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。

二、

@
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
策
の
性
格

　
西
村
氏
は
、
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
を
地
主
規
格
の
丈
量
と
み
る
が
、

そ
の
理
由
は
三
点
考
え
て
い
る
。
第
一
は
、
か
の
徐
階
の
よ
う
な
官
豪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
主
層
が
持
つ
階
級
的
危
機
感
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
、
地
主
層
の
ヘ
ゲ
⑮

程
度

K
限
定
を
つ
け
て
、
租
米
の
下
限
を
一
石
か
ら
八
斗
に
書
き
換
え

た
点
に
つ
い
て
は
、
弘
治
志
の
記
事
を
参
考
に
し
左
が
ら
嘉
婿
時
の
状

況
を
描
写
し
た
り
で
あ
る
と
理
解
し
た
ら
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

場
合
で
も
、
租
米
の
下
限
額
の
よ
う
左
成
化
と
嘉
婿
と
で
変
化
が
歴
然

と
し
て
い
る
厳
た
る
事
実
そ
の
も
の
は
嘉
靖
の
実
態
を
記
さ
ざ
る
を
え

左
い
が
、
「
田
主
具
酒
食
、
或
就
以
来
労
之
」
の
よ
う
な
人
の
行
為
態

度
に
つ
い
て
の
表
現
で
、
そ
の
表
現
が
意
味
す
る
内
容
が
ど
う
忙
で
も

評
価
さ
れ
る
も
の
は
「
弘
治
志
」
を
引
用
し
-
な
が
ら
、
そ
の
示
す
内
容

は
全
く
異
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

b
、
弘
治
志
段

階
で
は
、
佃
戸
支
配
の
強
さ
を
示
し
た
は
ず
の
「
田
主
が
酒
食
を
具
え

或
は
就
ち
粟
を
以
て
之
を
労
う
」
と
い
う
地
主

i
佃
戸
の
親
密
左
関
係

は
嘉
靖
時
と
し
て
は
、
単
左
る
地
主
の
願
望

K
す
ぎ
左
い
状
態
を
示
す
。

つ
ま

b
、
租
米
を
納
め
て
く
れ
る
の
は
有
難
い
と
と
だ
と
言
っ
て
、
酒

食
を
供
し
、
文
字
通

b
労
う
状
態

K
左
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
際
、
租
米
納
入
に
つ
い
て
、
「
弘
治
志
」
の
「
租
戸
以
乾
円

好
米
、
納
遠
田
主
」
と
い
う
表
現
が
、
単

K
「
佃
戸
輪
之
田
主
」
の
表

現
K
改
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
単
在
る
簡
易
化
で
あ
る
と
い
う
以
上

K

佃
戸
の
側
が
乾
円
好
米
を
租
米
に
あ
て
な
く
在
っ
た
状
況
を
反
映
し
、

ま
た
、
本
来
租
米
は
「
納
め
還
す
べ
き
も
の
」
と
意
識
さ
れ
た
の

K
、

そ
れ
が
単
に
「
輸
る
も
の
」
と
し
か
意
識
さ
れ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
租

米
に
対
す
る
佃
戸
の
意
識
の
変
化
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
と

と
ろ
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
佃
戸
が
租
米
を
納
め
る
の
は
当
然

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
{
川
勝
V

で
あ
る
と
落
ち
つ
い
て
い
た
の
で
は
取

b
は
ぐ
れ
る
か
も
知
れ
を
い
の

で
あ
る
。

以
上
い
ず
れ
に
考
え
て
も
、
地
主

K
と
っ
て
「
弘
治
志
」
段
階
の
地

主
と
佃
戸
の
共
存
・
信
頼
関
係
(
実
は
強
い
佃
戸
支
配
)
は
嘉
婿
末
年

で
は
夢
物
語
と
左
つ
て
な

b
、
地
主
の
収
租
は
危
機
的
状
況
と
左
っ
た

の
で
あ
る
。

徐
階
の
一
一
一
一
口
や
『
嘉
靖
呉
江
県
志
・
風
俗
』
の
記
事
の
い
う
と
と
ろ
を

佃
戸
の
側
に
即
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
佃
戸
像
は
、
租
米
納
入
率
や
負
債

の
利
率
を
引
き
下
げ
、
あ
る
い
は
支
払
い
時
期
を
引
き
の
ば
し
、
更
に

は
ふ
み
た
砕
し
ま
で
も
行
う
と
い
っ
た
、
ま
さ
に
「
生
産
の
場
に
居
坐

っ
た
ま
ま
日
常
的
左
闘
争
を
展
開
す
る
」
返
し
い
姿
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
か
か
る
佃
戸
の
存
在
形
態

K
対
し
、
地
主
は
収
租
の
面
か
ら
危

機
意
識
を
持
ち
、
ま
た
国
家
(
地
方
官
)
は
収
税
の
面
か
ら
危
機
意
識

を
持
つ
。
と
と
に
地
主
と
国
家
と
は
共
通
の
危
機
意
識
を
定
着
さ
せ
る

情
況
が
出
現
し
た
。
何
ら
か
の
対
策
が
両
者
の
利
害
の
一
致
の
も
と

K

講
ぜ
ら
れ
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
れ
で
は
、
丈
量
策
は
、
そ
の
対
策
の

一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

嘉

靖

峰

慶

期

の

丈

量

策

の

性

格

西
村
氏
は
、
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
回
一
患
を
地
主
規
格
の
丈
量
と
み
る
が
、

そ
の
理
由
は
三
点
考
え
〈
い
る
。
第
一
は
、
か
の
徐
階
の
よ
う
な
官
豪
)

Q
d
 

地
主
層
が
持
つ
階
級
的
危
機
感
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
、
地
主
層
の
ヘ
グ
印
、



　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
勤

モ
ニ
ー
で
行
わ
れ
た
丈
量
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
丈
量
冊
へ
の
佃
戸

名
登
録
が
み
ら
れ
る
の
は
、
地
主
の
私
的
経
済
関
係
の
公
認
に
つ
な
が

る
こ
と
。
第
三
に
、
国
家
の
側
は
、
丈
量
に
よ
っ
て
徴
税
原
本
の
回
復

が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
地
主
層
に
よ
っ
て
奪
わ

れ
て
い
る
以
上
、
地
主
層
へ
の
寄
生
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
，
た
こ
と
、

以
上
で
あ
る
。
西
村
氏
の
い
う
地
主
規
格
と
い
う
性
格
が
嘉
靖
隆
慶
期

の
丈
量
に
あ
て
は
ま
る
か
否
か
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。

　
嘉
靖
十
六
、
七
年
、
礼
部
尚
書
顧
鼎
臣
の
奏
請
に
基
き
、
知
府
王
儀

が
蘇
州
府
下
に
施
行
し
た
丈
量
に
つ
い
て
は
、
先
に
清
水
泰
次
氏
の
論

考
が
あ
り
、
最
近
で
は
森
正
夫
氏
が
検
討
し
た
。
筆
者
も
旧
稿
で
森
氏

の
研
究
、
成
果
に
依
拠
し
て
、
顧
鼎
臣
・
盛
儀
に
よ
る
「
丈
量
」
を
手

段
と
し
た
「
新
着
」
の
目
的
が
得
吏
層
自
身
の
、
あ
る
い
は
地
主
の
要

請
を
受
け
彼
ら
と
結
託
し
た
脊
吏
層
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
土
地
登
記
の

棄
乱
を
糺
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
、
特
に
、
森
氏
の
理

　
ラ

解
⑲
に
よ
れ
ば
、
王
儀
自
身
は
「
丈
量
」
の
必
要
と
同
時
に
、
顧
鼎
臣

よ
り
一
歩
進
ん
で
、
膏
吏
層
の
棄
乱
行
為
そ
の
も
の
を
不
可
能
に
す
る

と
い
う
角
度
か
ら
も
、
徴
収
原
則
の
（
官
民
の
）
　
一
元
化
の
必
要
を
認

識
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
か
か
る
徴
収
原
則
の
官
民
＝
兀
化
の
実
現
に

あ
た
っ
て
は
、
個
々
の
田
地
ご
と
に
新
た
な
徴
収
率
を
設
定
し
て
行
く

必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
「
丈
量
」
が
要
請
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。　

以
上
の
よ
う
に
、
丈
量
を
前
提
な
い
し
手
段
と
し
た
「
均
糧
」
、
の
施

行
は
、
蘇
州
府
に
続
い
て
松
江
府
で
も
模
索
さ
れ
る
。
し
か
し
、
松
江
㈲

府
で
は
前
項
に
み
た
よ
う
に
野
面
施
行
の
賛
否
を
め
ぐ
る
深
刻
な
意
見

の
対
立
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
　
「
丈
量
」
の
み
は
、
均
一
反
対
派
の

官
豪
地
主
層
で
も
賛
期
し
た
、
と
西
村
氏
は
い
う
。
そ
の
論
拠
は
、
徐

階
『
世
経
堂
集
』
巻
二
十
二
「
与
撫
按
論
均
糧
」
の
下
掲
部
の
続
文
に

　
　
欲
救
尚
存
在
弊
、
請
於
民
之
節
電
者
、
無
擁
権
勢
、
無
血
請
詫
、

　
　
無
通
貨
賄
、
　
一
切
断
歯
面
法
、
使
帰
細
魚
、
当
主
漸
以
復
　
。
欲

　
　
救
将
来
善
化
、
請
広
白
糠
魚
鱗
図
、
択
委
賢
能
官
、
手
捉
里
甲
、

　
　
逐
一
血
煙
、
如
一
図
急
心
若
干
、
　
一
好
為
田
若
干
、
好
内
鍵
島
田

　
　
若
干
、
図
其
方
円
・
長
短
・
斜
正
・
広
狭
之
状
、
書
斎
推
収
、
管

　
　
業
姓
名
・
貫
籍
之
詳
、
蔵
之
郡
庫
、
過
有
増
減
、
取
而
稽
焉
。
　
一

　
　
披
閲
之
間
、
情
実
立
見
、
諸
彦
尋
者
、
庶
乎
其
知
警
　
。

と
あ
る
の
に
求
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る

と
、
顧
鼎
臣
や
王
儀
の
所
見
中
で
は
、
い
わ
ば
常
套
的
に
使
わ
れ
て
い

た
「
沿
境
履
畝
」
「
検
踏
丈
量
」
的
用
語
が
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と

は
徐
階
は
丈
量
そ
の
も
の
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す

が
、
そ
れ
で
は
何
を
主
張
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
旧
い
魚
鱗
図
冊
を

探
し
出
し
、
そ
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
里
甲
入
役
を
帯
同
し
、
逐
一
査

着
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
、
旧
来
の
土
地
台
帳
が
現
実
と
ど
れ
だ
け
異

同
が
あ
る
か
の
確
認
を
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
特
に
旧

来
の
科
則
（
1
1
税
率
、
坪
内
某
則
田
）
を
遵
守
し
よ
う
と
し
て
い
る
点

は
均
糧
の
前
提
と
し
て
の
丈
量
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
徐
階
が

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
{
川
勝
)

モ
ニ
!
で
行
わ
れ
た
丈
量
で
あ
る
と
と
。
第
二

K
、
丈
量
冊
へ
の
佃
戸

名
登
録
が
み
ら
れ
る
の
は
、
地
主
の
私
的
経
済
関
係
の
公
認
に
つ
左
が

る
と
と
。
第
三
に
、
国
家
の
側
は
、
丈
量
に
よ
っ
て
徴
税
原
額
の
回
復

が
可
能
で
あ
ヲ
た
が
、
し
か
し
ヘ
グ
モ
ニ

l
が
地
主
層

K
よ
フ
て
奪
わ

れ
て
い
る
以
上
、
地
主
層
へ
の
寄
生
化
を
余
儀
左
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

以
上
で
あ
る
。
西
村
氏
の
い
う
地
主
規
格
と
い
う
性
格
が
嘉
靖
隆
慶
期

の
丈
量
K
あ
て
は
ま
る
か
否
か
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

嘉
靖
十
六
、
七
年
、
礼
部
尚
書
顧
鼎
臣
の
奏
請

K
基
き
、
知
府
王
儀

が
蘇
州
府
下

K
施
行
し
た
丈
量
に
つ
い
て
は
、
先
に
清
水
泰
次
氏
の
論

考
が
あ

b
、
最
近
で
は
森
正
夫
氏
が
検
討
し
た
。
筆
者
も
旧
稿
で
森
氏

の
研
究
、
成
果
に
依
拠
し
て
、
顧
鼎
臣
・
王
儀
に
よ
る
「
丈
量
」
を
手

段
と
し
た
「
均
糧
」
の
目
的
が
膏
吏
層
自
身
の
、
あ
る
い
は
地
主
の
要

請
を
受
け
彼
ら
と
結
託
し
た
膏
吏
層
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
土
地
登
記
の

素
乱
を
札
す
と
と
ろ
に
あ
っ
た
ζ

と
を
指
摘
し
た
。
特
に
、
森
氏
の
理

解
伸
K
よ
れ
ば
、
王
儀
自
身
は
「
丈
量
」
の
必
要
と
同
時

K
、
顧
鼎
臣

ょ
b
一
歩
進
ん
で
、
脊
吏
層
の
・
素
乱
行
為
そ
の
も
の
を
不
可
能
に
す
る

と
い
う
角
度
か
ら
も
、
徴
収
原
則
の
(
官
民
の
)
一
元
化
の
必
要
を
認

識
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
か
か
る
徴
収
原
則
の
官
民
一
元
化
の
実
現
に

あ
光
ヲ
て
は
、
個
々
の
団
地
ど
と
に
新
た
な
徴
収
率
を
設
定
し
て
行
く

必
要
が
あ

b
、
そ
の
た
め
に
も
「
丈
量
」
が
要
請
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る。
以
上
の
よ
う
に
、
丈
量
を
前
提
左
い
し
手
段
と
し
た
「
均
糧
」
の
施

行
は
、
蘇
州
府
K
続
い
て
松
江
府
で
も
模
索
さ
れ
る
。
し
か
し
、
松
江
川

府
で
は
前
項

K
み
た
よ
う
に
均
糧
施
行
の
賛
否
を
め
ぐ
る
、
深
刻
左
意
見

の
対
立
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
「
丈
量
」
の
み
は
、
均
糧
反
対
派
の

官
豪
地
主
層
で
も
賛
成
し
た
、
と
西
村
氏
は
い
う
。
そ
の
論
拠
は
、
徐

階
『
世
経
堂
集
』
巻
二
十
二
「
与
撫
按
論
均
糧
」
の
先
掲
部
の
続
文
に

欲
救
尚
存
之
弊
、
詩
於
民
之
赴
訴
者
、
無
捷
権
勢
、
無
狗
請
詫
、

無
通
貨
賄
、
一
切
断
之
以
法
、
使
帰
原
額
、
当
亦
漸
以
復
失
。
欲

救
将
来
之
弊
、
請
広
求
旧
魚
鱗
図
、
択
委
賢
能
官
、
督
同
里
甲
、

逐
一
査
理
、
如
一
図
為
坪
若
干
、
一
好
為
田
若
干
、
河
内
某
刷
田

若
干
、
図
其
方
円
・
長
短
・
斜
正
・
広
狭
之
状
、
書
其
推
収
、
管

業
姓
名
・
貫
籍
之
詳
、
蔵
之
郡
庫
、
過
有
増
減
、
取
市
稽
鷲
。
一

披
閲
之
問
、
情
実
立
見
、
則
作
弊
者
、
庶
乎
其
知
警
奈
。

と
あ
る
の
に
求
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
と
れ
を
仔
細

K
検
討
し
て
み
る

と
、
顧
鼎
臣
や
王
儀
の
所
見
中
で
は
、
い
わ
ば
常
套
的

K
使
わ
れ
て
い

た
「
沿
抵
履
畝
」
「
検
踏
丈
日
一
一
塁
」
的
用
語
が
み
ら
れ
左
い
。

ζ

の
ζ

と

は
徐
階
は
丈
量
そ
の
も
の
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
左
い
ζ

と
を
示
す

が
、
そ
れ
で
は
何
を
主
張
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
旧
い
魚
鱗
図
冊
を

探
し
出
し
、
そ
の
記
載
内
容

K
つ
い
て
里
甲
人
役
を
帯
同
し
、
逐
一
査

理
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
、
旧
来
の
土
地
台
帳
が
現
実
と
ど
れ
だ
け
具

同
が
あ
る
か
の
確
認
を
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
特

K
旧

来
の
科
則

(
H税
率
、
庁
内
某
則
田
)
を
遵
守
し
よ
う
と
し
て
い
る
点

は
均
糧
む
前
提
と
し
て
の
丈
量
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
う
。
徐
階
が



丈
量
を
必
要
と
し
た
か
否
か
右
文
で
は
判
断
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
右

の
よ
う
な
主
張
を
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
均
糧
促
進
論
者
の
丈
量
の

提
起
に
対
し
、
巧
み
に
問
題
を
す
り
変
え
て
、
そ
の
鋒
先
を
か
わ
す
こ

と
を
狙
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
崇
禎
松
江
府
志
巻
十
二

賦
三
》
賦
議
利
弊
「
侍
御
南
湖
徐
公
宗
魯
均
糧
異
議
辮
」
に
は
、

　
　
夫
今
丈
量
・
均
古
宇
挙
、
乃
足
国
安
民
之
策
。
但
大
家
不
楽
、
多

　
　
立
異
議
、
欲
阻
三
図
。
敢
按
其
説
弁
之
。
蓋
西
郷
之
田
、
利
子
桑

　
　
均
、
東
郷
之
田
、
利
筆
法
均
。
大
戸
之
田
、
利
子
睾
丸
不
均
。
此

　
　
大
鷺
人
情
之
私
署
。

と
み
え
、
丈
量
・
均
糧
に
反
対
す
る
の
は
、
地
主
大
家
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
彼
ら
の
利
益
を
損
ず
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
。
な
澄
、
文

の
後
半
で
、
均
糧
反
対
論
者
（
徐
階
・
何
良
俊
）
の
最
強
の
論
拠
で
あ

る
東
西
両
郷
に
甚
し
い
差
額
が
あ
る
の
は
収
租
率
や
土
地
生
産
性
の
相

違
に
よ
っ
て
当
然
だ
と
す
る
論
を
受
け
止
め
て
、
い
ず
れ
か
の
修
正
的

な
方
法
を
用
い
れ
ば
、
均
糧
の
実
害
は
除
か
れ
る
と
い
い
、
そ
れ
で
も

反
対
す
る
の
は
、
今
ま
で
畝
ご
と
に
か
か
る
馬
糧
額
に
甚
し
い
重
軽
の

差
の
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
も
う
け
て
き
た
地
主
大
戸
層
で
あ
る
と
き

め
つ
け
る
。
従
っ
て
、
丈
量
は
均
糧
と
不
可
分
で
、
官
田
民
田
の
区
分

の
撤
廃
を
中
心
と
し
て
、
畝
ご
と
の
税
糧
額
の
重
軽
の
差
の
適
正
化
・

縮
少
を
一
つ
の
ね
ら
い
と
し
て
い
た
。
事
実
、
そ
の
後
松
江
府
の
丈
量

均
糧
は
次
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
実
現
し
た
が
、
そ
の
方
法
は
丈
量
に

よ
る
一
男
ご
と
の
田
地
の
検
分
を
経
た
上
で
の
課
税
体
系
の
改
定
で
あ

　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

つ
た
。
す
な
わ
ち
、
隆
慶
二
年
、
松
江
府
下
の
｝
生
器
量
内
蕩
の
「
清

士
均
糧
謬
説
」
と
い
う
請
願
を
認
め
た
応
天
津
撫
林
潤
は
「
丈
旦
里
均
糧
」

を
乞
う
上
奏
を
行
っ
て
中
央
政
府
に
よ
る
承
認
を
得
よ
う
と
し
た
が
、

そ
れ
に
対
し
て
中
央
政
府
（
物
部
）
は
前
松
江
府
同
知
食
事
鄭
元
詔
を

現
地
に
派
遣
し
、
翌
年
隆
慶
三
年
に
か
け
て
清
丈
を
敢
行
し
た
。
そ
の

結
果
、
税
糧
課
派
の
方
法
は
、
　
「
悉
く
官
・
民
・
召
佃
の
名
を
去
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

分
っ
て
上
中
下
三
郷
と
作
し
て
額
を
定
め
る
」
こ
と
が
確
定
し
た
α
。

　
以
上
で
明
ら
か
の
よ
う
に
、
松
江
府
の
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
そ
の
も

の
は
決
し
て
地
主
層
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
行
わ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
た

だ
し
、
徐
輪
虫
の
地
主
層
の
側
に
、
佃
戸
の
抗
租
に
よ
っ
て
収
租
が
脅

か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

従
っ
て
問
題
は
、
収
租
に
対
す
る
危
機
意
識
を
鎮
め
、
収
租
の
保
証
と

な
る
よ
う
な
歯
止
め
が
丈
量
の
施
行
方
法
な
り
何
か
に
窺
え
る
か
否
か

で
あ
る
。
丈
量
に
お
け
る
野
曝
の
扱
い
を
み
て
み
ょ
う
。
だ
が
、
松
江

府
の
事
例
に
は
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
素
材
を
見
出
す
こ
と
は
、
今
ま

で
の
と
こ
ろ
果
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
便
法
と
し
て
地
域
を
広
げ
て
江

南
各
地
の
事
例
に
当
っ
て
み
る
と
、
す
で
に
旧
稿
で
取
上
げ
、
ま
た
西

村
氏
も
挙
げ
て
い
る
愚
直
隷
・
安
徽
地
方
の
和
州
で
の
隆
慶
六
年
の
大

量
の
事
例
が
考
え
ら
れ
る
。

　
和
州
の
隆
慶
六
年
の
事
例
で
は
、
佃
戸
が
業
戸
（
地
主
）
里
甲
と
一

し
。
に
丈
量
に
参
加
し
、
ま
た
土
地
A
．
帳
（
魚
鱗
図
冊
）
に
そ
の
姓
名
D

を
記
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
い
か
に
考
え
る
か
。
確
か
に
⑯

丈
回
一
旦
を
必
要
と
し
た
か
否
か
右
文
で
は
判
断
で
き
ま
い
。
む
し
ろ
、
右

の
よ
う
左
主
張
を
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
左
均
糧
促
進
論
者
の
丈
量
の

提
起
に
対
し
、
巧
み
に
問
題
を
す
h
y
変
え
て
、
そ
の
鋒
先
を
か
わ
す
こ

と
を
狙
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
左
わ
ち
、
崇
禎
松
江
府
志
巻
十
回

賦
三
、
賦
議
利
弊
「
侍
御
南
湖
徐
公
宗
魯
均
糧
異
議
離
」
に
は
、

夫
今
丈
量
・
均
糧
之
挙
、
乃
足
国
安
民
之
策
。
但
犬
家
不
楽
、
多

立
異
議
、
欲
阻
良
図
。
敢
按
其
説
弁
之
。
蓋
西
郷
之
回
、
利
子
築

均
、
東
郷
之
田
、
利
子
各
均
。
大
戸
之
回
、
利
子
不
丈
不
均
ι

此

大
率
人
情
之
私
也
。

と
み
え
、
丈
量
・
均
糧
に
反
対
す
る
の
は
、
地
主
大
家
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
彼
ら
の
刺
益
を
損
ず
る
と
と

K
左
る
か
ら
だ
と
い
う
。
左
台
、
文

の
後
半
で
、
考
糧
反
対
論
者
(
徐
階
・
何
良
俊
)
の
最
強
の
論
拠
で
あ

る
東
西
両
郷
に
甚
し
い
差
額
が
あ
る
の
は
収
租
率
や
土
地
生
産
性
の
相

違

K
よ
っ
て
当
然
だ
と
す
る
論
を
受
け
止
め
て
、
い
ず
れ
か
の
修
正
的

左
方
法
を
用
い
れ
ば
、
均
糧
の
実
害
は
除
か
れ
る
と
い
い
、
そ
れ
で
も

反
対
す
る
の
は
、
今
ま
で
畝
ど
と
に
か
か
る
税
糧
額

K
甚
し
い
重
軽
の

差
の
あ
る
ζ

と
を
利
用
し
て
も
う
け
て
き
た
地
主
大
戸
層
で
あ
る
と
き

め
つ
け
る
。
従
っ
て
、
丈
量
は
均
糧
と
不
可
分
で
、
{
呂
田
民
団
む
区
分

の
撤
廃
を
中
心
と
し
て
、
畝
ど
と
の
税
一
糧
額
の
重
軽
の
差
の
適
正
化
・

縮
少
を
一
つ
の
ね
ら
い
と
し
て
い
た
。
事
実
、
そ
の
後
松
江
府
の
丈
量

均
糧
は
次
の
よ
う
左
過
程
を
経
て
実
現
し
た
が
、
そ
の
方
法
は
丈
量
に

よ
る
一
好
一
ご
と
の
団
地
の
検
分
を
経
た
上
で
の
課
税
体
系
の
改
定
で
あ

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

っ
た
。
す
左
わ
ち
、
隆
慶
二
年
、
松
江
府
下
の
一
生
員
張
内
温
の
「
清

丈
均
糧
之
説
」
と
い
う
請
願
を
認
め
た
応
天
巡
撫
林
潤
は
「
丈
量
均
糧
」

を
乞
う
上
奏
を
行
っ
て
中
央
政
府
K
よ
る
承
認
を
得
ょ
う
と
し
た
が
、

そ
れ

K
対
し
て
中
央
政
府
(
吏
部
)
は
前
松
江
府
間
知
愈
事
鄭
元
詔
を

現
地
に
派
遣
し
、
翌
年
隆
慶
三
年
に
か
け
て
清
丈
を
敢
行
し
た
。
そ
の

結
果
、
税
糧
課
派
の
方
法
は
、
「
悉
く
官
・
民
'
召
佃
の
名
を
去

b
、

分
っ
て
上
中
下
三
郷
と
作
し
て
額
を
定
め
る
」
こ
と
が
確
定
し
た

ωo

以
上
で
明
ら
か
の
よ
う

K
、
松
江
府
の
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
そ
の
も

の
は
決
し
て
地
主
層
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
行
わ
れ
た
と
は
言
え
左
い
。
た

だ
し
、
徐
階
等
の
地
主
層
の
側
に
、
佃
戸
り
抗
租
に
よ
ヲ
て
収
租
が
脅

か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
確
か

K
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

従
っ
て
問
題
は
、
収
租
に
対
す
る
危
機
意
識
を
鎮
め
、
収
租
の
保
証
と

在
る
よ
う
左
歯
止
め
が
丈
量
の
施
行
方
法
左

b
何
か

K
窺
え
る
か
否
か

で
あ
る
。
丈
量
k
b
け
る
佃
戸
の
扱
い
を
み
て
み
よ
う
。
だ
が
、
松
江

府
の
事
例
に
は
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
素
材
を
見
出
す
と
と
は
、
今
ま

で
む
と
こ
ろ
果
し
て
い
左
い
。
そ
ζ

で
便
法
と
し
て
地
域
を
広
げ
て
江

南
各
地
の
事
例

K
当
っ
て
み
る
と
、
す
で
に
旧
稿
で
取
上
げ
、
ま
た
西

村
氏
も
挙
げ
て
い
る
南
直
隷
・
安
徽
地
方
の
和
州
で
の
隆
慶
六
年
の
大

田
一
旦
の
事
例
が
考
え
ら
れ
る
。

和
州
の
隆
慶
六
年
の
事
例
で
は
、
佃
戸
が
業
戸
(
地
主
)
墨
田
'
と
一

し
ょ
に
丈
量

K
参
加
し
、
ま
た
土
地
台
帳
(
魚
鱗
図
冊
)
に
そ
の
姓
名
)

を
記
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ζ

と
を
い
か

K
考
え
る
か
。
確
か

K
俗、



　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
見
黒
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

そ
れ
ら
は
収
租
と
収
税
と
の
連
関
を
示
す
も
の
、
あ
る
い
は
具
体
的
に

例
え
ば
官
の
立
会
の
下
に
租
佃
契
約
文
書
の
確
認
が
さ
れ
た
も
の
と
も

理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の
ほ
か

に
、
丈
量
へ
の
佃
戸
の
参
加
が
馬
糧
・
樒
役
の
脱
免
の
手
段
で
あ
る
等

則
夢
心
や
隠
田
を
防
ぐ
た
め
に
佃
戸
の
立
会
が
求
め
ら
れ
た
も
の
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
佃
戸
が
丈
量
に
参

加
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
実
は
、
当
時
の
丈
量
の
施
行
方
法
か
ら
し
て

丈
量
内
容
の
信
糠
性
を
保
証
す
る
た
め
に
は
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
っ
た

と
い
う
理
解
も
で
き
る
。
万
暦
和
州
志
巻
二
田
賦
志
、
隆
慶
六
年
奏
二

丈
田
均
糧
の
条
、
均
田
議
略
、
附
知
州
康
諾
「
丈
田
方
略
十
歓
」
《
一

議
自
丈
量
以
免
田
擾
》
に
、

　
　
丈
量
之
法
。
　
：
：
・
為
楽
算
計
、
似
不
必
本
州
及
寒
樹
沿
影
面
畝

　
　
細
量
ハ
惟
責
之
各
里
三
親
管
排
年
老
人
、
各
令
田
主
・
佃
入
、
同
本

　
　
都
書
手
・
止
手
二
人
、
執
弓
如
法
、
各
自
丈
量
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
う

と
あ
る
。
か
か
る
史
料
を
使
っ
て
、
西
村
氏
は
、
丈
量
が
一
睡
丈
、
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　

二
丈
、
三
会
計
の
三
段
階
か
ら
成
る
こ
と
、
特
に
、
丈
量
の
第
一
段
階

　
　
　
く

で
あ
る
自
盛
に
澄
い
て
、
便
宜
的
丈
量
責
任
者
（
？
）
た
る
里
老
・
里

長
・
公
正
等
の
在
地
郷
村
の
有
力
者
と
、
業
戸
と
佃
戸
と
に
土
地
所
有

状
況
を
再
確
認
さ
せ
る
べ
く
自
首
を
行
わ
せ
、
境
界
を
明
確
に
し
て
丈

量
冊
を
作
成
さ
せ
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
た
。
た
だ
、
氏
の
い
う
自

丈
が
文
字
通
り
地
主
業
態
の
自
分
勝
手
な
計
量
、
お
よ
び
そ
の
結
果
の

申
告
に
よ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
丈
量
内
容
の
正
確
さ
の
保
証
は
、

単
に
魚
鱗
図
解
の
作
成
の
み
に
よ
っ
て
は
十
分
に
な
し
え
な
い
。
ど
う
幻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
も
、
佃
租
の
負
担
責
任
関
係
そ
の
も
の
を
明
示
す
る
必
要
が
生
じ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
地
主
が
自
丈
に
よ
っ
て
田
地
面
積
を
低
く
見
積
れ
ば

そ
の
田
の
佃
租
額
も
瞑
ぐ
見
積
ら
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
、
そ
の
際
、
二

つ
の
前
提
が
あ
る
。
　
一
つ
は
、
租
額
が
定
額
化
し
て
い
る
こ
と
。
そ
の

場
合
で
な
け
れ
ば
、
租
額
は
田
地
面
積
と
相
互
換
算
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
佃
戸
の
力
が
、
日
常
的
な
抗
租
闘
争
な
ど
を
通

じ
て
地
主
に
も
国
家
に
も
十
分
熟
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
の
前
提
の
後
者
は
、
本
稿
の
前
項
で
み
た
が
、
前
者
も
す
で
に
先

学
の
指
摘
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
以
上
の
こ
と
は
、
和
州
知
州
康
譜
「
丈
田
方
略
十
歎
」
の

他
の
条
、
例
え
ば
《
一
議
定
画
図
慰
事
影
射
》
で
も
確
認
さ
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
、

　
　
看
得
、
田
有
定
所
、
変
価
不
一
。
使
徒
丈
量
而
不
画
図
、
則
方
円

　
　
形
体
莫
知
、
入
山
柱
隠
。
今
山
疋
田
、
必
令
田
主
・
佃
戸
、
量
畢
、

　
　
照
灘
南
契
、
田
畝
境
段
若
干
、
四
至
島
田
、
各
面
於
前
主
之
内
。

と
あ
り
、
欺
隠
防
止
の
た
め
、
田
主
・
佃
戸
に
丈
量
終
了
後
、
原
契
（

面
作
契
約
書
）
の
記
載
に
照
依
し
て
、
田
面
境
段
数
、
南
至
等
を
記
入

せ
よ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
右
文
で
は
、
田
の
形
状
を
問
題
に
し
て
い

る
た
め
、
田
地
面
積
等
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
当
然
此
身
に
は
田
地
面

積
等
は
記
載
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
、
丈
量
結
果
と
そ
れ
と
の
照
合
の
行

わ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
同
《
一
。
議
定
等
量
以
均
田

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

そ
れ
ら
は
収
租
と
収
税
と
の
連
関
を
示
す
も
の
、
あ
る
い
は
具
体
的

K

例
え
ば
官
の
立
会
の
下

K
租
佃
契
約
文
書
の
確
認
が
さ
れ
た
も
の
と
も

理
解
す
る
と
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
左
理
解
の
ほ
か

に
、
丈
量
へ
の
佃
戸
の
参
加
が
税
糧
・
稽
役
の
脱
免
の
手
段
で
あ
る
等

則
那
移
や
隠
田
を
防
ぐ
た
め
に
佃
戸
の
立
会
が
求
め
ら
れ
た
も
の
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
佃
戸
が
丈
量

K
参

加
さ
せ
ら
れ
る
ζ

と
は
、
実
は
、
当
時
の
丈
量
の
施
行
方
法
か
ら
し
て

丈
量
内
容
の
信
濠
性
を
保
証
す
る
た
め

K
は
仕
方
の
左
い
こ
と
だ
っ
た

と
い
う
理
解
も
で
き
る
。
万
暦
和
州
志
巻
二
田
賦
志
、
隆
慶
六
年
奏
例

丈
田
均
糧
の
条
、
均
回
議
略
、
附
知
州
康
詰
「
丈
田
方
略
十
数
」
八
一

議
自
丈
量
以
免
騒
擾

V
K、

丈
畳
一
之
法
。
・
・
・
・
・
為
今
之
計
、
似
不
必
本
州
及
委
官
沿
坂
履
畝

細
量
、
惟
責
之
各
星
都
親
管
排
年
老
人
、
各
令
田
主
・
佃
人
、
同
本

都
書
手
・
算
手
二
人
、
執
弓
如
法
、
各
自
丈
量
。

、
』
ノ
、
，
J

と
あ
る
。
か
か
る
史
料
を
使
っ
て
、
西
村
氏
は
、
丈
国
一
息
が
一
白
丈
、
二

r
、

f
L

、，J

覆
丈
、
三
会
計
の
三
段
階
か
ら
成
る
ζ

と
、
特
に
、
丈
回
一
患
の
第
一
段
階

で
あ
る
自
丈
に
な
い
て
、
使
宜
的
丈
量
責
任
者
(
?
)
た
る
里
老
・
里

長
・
公
正
等
の
在
地
郷
村
の
有
力
者
と
、
業
戸
と
佃
戸
と
に
土
地
所
有

状
況
を
再
確
認
さ
せ
る
べ
く
自
丈
を
行
わ
せ
、
境
界
を
明
確

K
し
て
丈

量
冊
を
作
成
さ
せ
た
ζ

と
、
-
な
ど
を
指
摘
し
た
。
た
だ
、
氏
の
い
う
自

丈
が
文
字
通

D
地
主
業
戸
の
自
分
勝
手
左
計
日
一
星
、
む
よ
び
そ
の
結
果
の

申
告
に
よ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
丈
同
室
内
容
の
正
確
さ
の
保
証
は
、

単

K
魚
鱗
図
冊
の
作
成
の
み

K
よ
っ
て
は
十
分
に
な
し
え
左
い
。
ど
う
附

し
で
も
、
佃
租
の
負
担
責
任
関
係
そ
の
も
り
を
明
示
す
る
必
要
が
生
じ

る
。
左
ぜ
左
ら
、
地
主
が
自
丈

K
よ
っ
て
団
地
面
積
を
低
く
見
積
れ
ば

そ
の
田
の
佃
租
額
も
低
〈
見
積
ら
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
、
そ
の
際
、
二

つ
の
前
提
が
あ
る
。
一
つ
は
、
租
額
が
定
額
化
し
て
い
る
こ
と
。
そ
の

場
合
で
左
け
れ
ば
、
租
額
は
団
地
面
積
と
相
互
換
算
で
き
左
い
か
ら
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
佃
戸
の
力
が
、
日
常
的
な
抗
租
闘
争
左
ど
を
通

じ
て
地
主
に
も
国
家

K
も
十
分
熟
知
さ
れ
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
と
の

こ
つ
の
前
提
の
後
者
は
、
本
稿
の
前
項
'
で
み
た
が
、
前
者
も
す
で

K
先

学
の
指
摘
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
と
と
は
、
和
州
知
州
康
-
詰
「
丈
田
方
略
十
歎
」
の

他
の
条
、
例
え
ば
八
一
議
定
画
図
以
社
影
射

V
で
も
確
認
さ
れ
よ
う
。

す
左
わ
ち
、

看
得
、
固
有
定
所
、
変
価
不
一
。
使
徒
丈
量
市
不
画
図
、
則
方
円

形
体
莫
知
、
人
易
欺
隠
。
今
欲
量
目
、
必
令
回
主
・
佃
戸
、
回
一
息
畢
、

照
依
原
契
、
田
畝
抵
段
若
干
、
四
至
某
田
、
各
損
於
前
刻
之
内
。

と
あ

b
、
欺
隠
防
止
の
た
め
、
田
主
・
佃
戸

K
丈
量
終
了
後
、
原
契
(

佃
作
契
約
書
)
の
記
載
に
照
依
し
て
、
田
畝
坂
段
数
、
四
至
等
を
記
入

せ
よ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
右
文
で
は
、
田
の
形
状
を
問
題
に
し
て
い

る
た
め
、
田
地
面
積
等
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
当
然
原
契
に
は
田
地
面

積
等
は
記
載
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
、
丈
回
一
旦
結
果
と
そ
れ
と
の
照
合
の
行

わ
れ
た
と
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
同
八
一
。
議
定
等
則
以
均
田



糧
》
に
も
、

　
　
平
田
高
下
膜
瘡
、
各
分
別
上
中
下
三
等
規
則
。
務
令
息
老
・
書
・

　
　
黒
蓋
、
責
令
田
主
・
佃
戸
、
公
物
親
藩
。
如
有
以
上
為
中
、
以
中

　
　
為
下
、
及
隠
匿
堆
畝
、
濫
作
屯
田
・
馬
場
等
田
、
査
訪
得
出
田
、

　
　
定
将
前
田
没
官
、
立
法
必
厳
。

と
あ
り
、
田
の
等
則
を
定
め
そ
れ
を
申
告
す
る
こ
と
が
里
老
・
書
手
・

玉
手
と
も
ど
も
田
主
・
佃
戸
の
責
任
で
あ
る
。
佃
戸
に
と
っ
て
の
等
則

と
は
、
田
の
高
下
肥
清
つ
ま
り
土
地
生
産
性
の
い
か
ん
に
よ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
当
然
佃
租
額
の
高
下
に
反
映
が
あ
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ

る
。
な
澄
、
右
文
で
も
、
ま
た
、
す
で
に
前
出
の
史
料
に
澄
い
て
も
、

ま
ず
排
年
里
長
・
里
老
・
公
正
（
糧
長
）
　
・
書
手
・
算
手
な
ど
里
甲
制

の
揺
役
負
担
者
に
丈
量
担
当
が
命
ぜ
ら
れ
、
彼
ら
が
田
主
（
地
主
）
・

佃
戸
を
動
員
す
る
と
い
う
形
で
実
際
の
丈
量
も
、
丈
量
内
容
の
報
告
も

な
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
澄
、

里
甲
制
の
樒
役
負
担
者
が
「
在
地
民
間
人
」
に
は
違
い
な
い
が
、
国
家

権
力
の
農
村
支
配
の
根
幹
で
あ
っ
て
、
そ
う
国
家
（
官
）
と
対
立
し
、

関
係
を
切
断
さ
れ
た
よ
う
な
「
民
間
人
」
で
は
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
項
で
み
て
き
た
鷲
宮
隆
慶
期
の
丈
量
は
、
地

主
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
か
は
、
む
し
ろ
官
（
国
家
）

の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
行
わ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
丈
量
の
方

式
に
お
い
て
佃
戸
を
丈
量
に
参
加
さ
せ
、
丈
量
冊
へ
の
記
名
が
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
も
生
じ
た
結
果
、
結
果
と
し
て
、
国
家
が
佃
戸

　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

層
を
直
接
に
掌
握
す
る
道
が
開
け
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、

西
村
氏
が
い
う
如
き
生
産
関
係
の
再
編
成
と
は
断
じ
て
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
こ
の
時
期
、
一
方
で
は
地
主
層
の
丈
量
忌
避
の
傾
向
は
強
く
、

ま
た
丈
量
に
よ
る
佃
戸
の
掌
握
も
必
ず
し
も
広
く
み
ら
れ
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
地
主
層
の
紫
竹
の
不
安
定
化
の
代
償
は
、
税
糧

脱
免
と
公
有
地
無
主
地
の
不
正
使
用
お
よ
び
侵
蝕
等
に
よ
る
私
的
利
益

の
追
求
へ
と
撃
っ
た
と
思
わ
れ
、
必
ず
し
も
地
主
層
一
般
と
し
て
の
階

級
的
な
動
き
が
、
例
え
ば
丈
量
に
集
中
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
以

上
か
ら
、
西
村
氏
が
誰
誰
隆
慶
期
の
丈
量
を
地
主
規
格
の
丈
量
と
す
る

論
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
嘗
「
　
張
居
正
丈
量
策
の
性
格

　
　
　
1
。
　
丈
量
の
施
行
過
程

　
西
村
氏
は
、
張
居
正
丈
量
策
に
お
い
て
も
、
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
と

同
じ
く
、
地
主
層
自
身
の
申
告
制
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
基
本
的

徴
税
台
帳
原
本
た
る
実
徴
冊
に
記
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
主
層
の

納
税
忌
避
と
い
う
既
得
権
益
が
（
実
呈
上
が
全
国
的
に
作
成
さ
れ
た
の

で
）
全
国
的
に
公
認
さ
れ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
地
主
層
の
納
税
忌
避

と
い
う
既
得
権
益
が
公
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
丈
量
が
地

主
層
自
身
の
申
告
制
に
よ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
全
く
論
拠
が
示
さ

れ
て
い
な
い
。
た
だ
若
干
の
隠
田
工
作
等
が
地
主
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
内
容
の
検
討
を
必
要
と
す
る
も
の
ば
⑯

糧

V
K
も、

視
田
高
下
朕
橋
、
各
介
別
上
中
下
三
等
規
則
。
務
令
里
老
・
書
・

算
手
、
責
令
田
主
・
佃
戸
、
公
同
親
報
。
如
有
以
上
為
中
、
以
中

為
下
、
及
隠
匿
抵
畝
、
控
作
屯
田
・
馬
場
等
目
、
査
訪
得
出
回
、

定
将
前
回
没
官
、
立
法
必
厳
。

と
あ

b
、
田
の
等
則
を
定
め
そ
れ
を
申
告
す
る
こ
と
が
里
老
・
書
手
・

算
手
と
も
ど
も
由
主
・
佃
戸
の
責
任
で
あ
る
。
佃
戸
に
と
っ
て
の
等
則

と
は
、
田
の
高
下
肥
一
婿
つ
ま

b
土
地
生
産
性
の
い
か
ん
に
よ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
当
然
佃
租
額
の
高
下

K
反
映
が
あ
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ

る
。
左
台
、
右
文
で
も
、
ま
た
、
す
で
に
前
出
の
史
料

K
砕
い
て
も
、

ま
ず
排
年
里
長
・
里
老
・
公
正
(
糧
長
)
・
書
手
・
算
手
左
ど
里
甲
制

の
徳
役
負
担
者
に
丈
量
担
当
が
命
ぜ
ら
れ
、
彼
ら
が
問
主
(
地
主
)

佃
戸
を
動
員
す
る
と
い
う
形
で
実
際
の
丈
量
も
、
丈
量
内
容
り
報
告
も

左
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
確
認
し
て
争
く
必
要
が
あ
る
。
左
・
給
、

呈
甲
制
の
ゆ
惜
役
負
担
者
が
「
在
地
民
間
人
」
に
は
違
い
な
い
が
、
国
家

権
力
の
農
村
支
配
の
根
幹
で
あ
っ
て
、
そ
う
国
家
(
官
)
と
対
立
し
、

関
係
を
切
断
さ
れ
た
よ
う
左
「
民
間
人
」
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
項
で
み
て
き
た
嘉
清
隆
慶
期
の
丈
量
は
、
地

主
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
行
わ
れ
た
と
い
う
よ

D
か
は
、
む
し
ろ
官
(
国
家
)

の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
で
行
わ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
丈
量
の
方

式

K
-沿
い
て
佃
戸
を
丈
同
一
患
に
多
加
さ
せ
、
丈
量
冊
へ
の
記
名
が
み
ら
れ

る
よ
う

K
走
っ
た
場
合
も
生
じ
た
結
果
、
結
果
と
し
て
、
国
家
が
佃
戸

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

層
を
直
接

K
掌
握
す
る
道
が
開
け
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、

西
村
氏
が
い
う
如
き
生
産
関
係
り
再
編
成
と
は
断
じ
て
考
え
ら
れ
左
い
。

ま
た
、
こ
の
時
期
、
一
方
で
は
地
主
層
の
丈
量
忌
避
の
傾
向
は
強
く
、

ま
た
丈
臼
互
に
よ
る
価
戸
の
掌
握
も
必
ず
し
も
広
〈
み
ら
れ
た
も
の
で
は

‘
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
地
主
層
の
収
租
む
不
安
定
化
の
代
償
は
、
税
糧

脱
免
と
公
有
地
無
主
地
の
不
正
使
用
な
よ
び
侵
蝕
等
に
よ
る
私
的
利
益

の
追
求
へ
と
向
っ
た
と
思
わ
れ
、
必
ず
し
も
地
主
層
一
般
と
し
て
の
階

級
的
左
動
き
が
、
例
え
ば
丈
日
互
に
集
中
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
以

上
か
ら
、
西
村
氏
が
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
を
地
主
規
格
の
丈
量
と
す
る

論
拠
は
ど
こ
に
も
左
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

張
居
正
丈
量
策
の
性
格

丈
量
の
施
行
過
程

西
村
氏
は
、
日
放
居
正
丈
量
策
に
・
砕
い
て
も
、
嘉
情
隆
慶
期
の
丈
島
原
一
と

同
じ
く
、
地
主
層
自
身
の
申
告
制
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
基
本
的

徴
税
台
帳
原
本
た
る
実
徴
冊
に
記
入
さ
れ
た
と
と
に
よ

b
、
地
主
層
の

納
税
忌
避
と
い
う
既
得
権
益
が
(
実
徴
冊
が
全
国
的
に
作
成
さ
れ
た
の

で
)
全
国
的

K
公
認
さ
れ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
地
主
層
の
納
税
忌
避

と
い
う
既
得
権
益
が
公
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
丈
国
一
旦
が
地

主
層
自
身
の
申
告
制
に
よ
る
と
い
う
こ
と
以
外

K
は
全
く
論
拠
が
示
さ

れ
て
い
な
い
。
た
だ
若
干
の
隠
回
工
作
等
が
地
主
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
)

と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
内
容
の
検
討
を
必
要
と
す
る
も
の
ば
何

1. 



　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

か
り
で
取
上
げ
る
に
足
ら
な
い
。
従
っ
て
張
居
正
丈
量
策
に
お
け
る
丈

量
方
法
そ
れ
自
体
の
検
討
が
必
要
に
な
る
。

　
結
論
的
に
言
え
ば
、
地
主
層
自
身
の
申
告
制
な
い
し
「
自
丈
」
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
項
で
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
の
「
自
丈
」

に
つ
い
て
述
べ
た
と
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
｝
つ

は
、
　
「
自
丈
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
地
主
層
の
勝
手
な
計
量
に
基
く

申
告
制
で
は
な
い
こ
と
、
次
に
は
、
　
「
自
丈
」
と
い
う
丈
量
内
容
の
正

確
さ
を
期
す
る
何
ら
か
の
制
度
的
な
歯
止
め
が
な
さ
れ
た
（
例
え
ば
、

今
時
の
張
居
正
丈
量
で
も
佃
戸
㊨
丈
量
へ
の
参
加
、
も
し
く
は
丈
量
冊

へ
の
佃
戸
姓
名
の
記
載
な
ど
が
明
ら
か
に
み
ら
れ
る
）
こ
と
、
以
上
で

あ
る
。

　
江
西
布
政
司
参
政
喬
心
宿
が
、
布
政
司
管
内
の
丈
量
施
行
細
則
と
し

て
作
成
し
、
の
ち
、
清
初
の
江
南
各
地
の
丈
量
方
法
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
、
喬
葱
敬
「
条
議
」
　
（
康
煕
長
洲
県
毛
巻
十
二
身
延
、
　
「
康
熈

十
五
年
、
巡
撫
都
御
史
馬
瀬
題
、
委
県
令
李
敬
修
丈
量
田
地
、
至
十
七

　
　
　
　
　
　
オ

年
、
魚
鱗
冊
成
O
。
」
の
項
所
載
）
を
検
討
し
よ
う
。
　
「
条
虫
」
第
一

条
《
一
。
議
責
成
正
官
以
三
分
委
》
に
は
、

　
　
照
得
、
丈
量
均
賦
、
利
於
包
賠
之
細
民
、
極
不
利
於
欺
隠
之
巨
室

　
　
以
重
重
重
態
擁
、
其
勢
非
得
県
正
・
三
佐
挙
丈
、
則
威
令
不
行
。

　
　
然
事
務
繁
冗
、
又
非
一
人
耳
目
所
能
周
、
遂
有
佐
領
分
丈
凝
議
。

　
　
但
佐
領
率
皆
卑
職
、
欺
隠
多
趣
巨
豪
、
非
如
法
不
能
行
。
且
宝
勢

　
　
垂
下
、
番
号
其
手
者
有
之
　
。
今
議
毎
里
選
公
正
一
名
、
以
総
理

　
　
其
綱
。
量
、
．
算
．
弓
手
各
二
名
、
以
条
挙
昔
。
公
正
所
係
垂
、
㈹

　
　
必
丁
糧
般
実
之
家
、
択
素
篤
行
誼
之
入
、
郷
里
推
服
者
任
之
。
召

　
　
集
里
門
、
従
公
開
報
、
或
即
見
隠
多
者
、
呼
名
承
役
。
濫
挙
者
有

　
　
罰
。
故
推
者
不
准
。
無
頼
棍
徒
営
充
者
不
聴
。
弓
手
・
書
手
・
算

　
　
手
、
亦
遊
選
誠
実
才
幹
巨
財
暁
書
算
隣
人
、
尊
号
短
甲
逃
絶
数
多
、

　
　
曾
被
耳
金
磨
累
之
家
、
食
其
堪
用
戸
丁
承
充
。
蓋
才
幹
誠
実
者
、

　
　
必
不
為
私
、
下
弓
於
虚
日
之
累
者
、
不
肯
為
私
。
外
再
食
図
催
・

　
　
図
幹
事
一
名
、
以
供
奔
走
使
令
之
役
。
愈
選
量
定
、
令
事
事
承
管
、

　
　
井
互
相
々
察
。

　
右
で
は
、
ま
ず
、
丈
量
の
容
体
が
巨
室
（
大
地
主
層
）
の
欺
隠
（
納

税
忌
避
）
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
、
巨
室
の
勢
威
を
抑
え
る
た
め

に
は
、
府
の
同
輩
・
知
県
ク
ラ
ス
が
一
瓢
の
丈
量
責
任
者
と
な
る
必
要

が
あ
る
が
、
彼
ら
だ
け
で
は
］
県
全
体
の
丈
量
を
担
当
す
る
こ
と
は
と

う
て
い
で
き
な
い
の
で
、
在
地
で
丈
量
担
当
の
倦
役
体
系
を
つ
く
り
、

組
織
的
制
度
的
に
丈
量
に
取
り
か
か
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
い
う
。
実

は
、
右
の
「
条
議
」
で
は
、
こ
の
知
県
自
身
に
よ
る
丈
量
の
直
接
的
担

当
で
は
な
く
、
　
一
県
の
樒
役
制
度
的
な
、
在
地
の
組
織
化
に
よ
る
丈
量

運
営
こ
そ
が
「
自
丈
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
従
っ
て
、
こ
れ
を

自
走
と
名
付
け
る
よ
り
、
下
級
丈
量
な
い
し
第
一
次
丈
量
と
も
言
っ
た

方
が
よ
い
）
。
在
地
の
樒
役
制
度
的
な
組
織
に
よ
っ
て
丈
量
を
施
行
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
正
以
下
丈
量
担
当
者
の
選
び
方
に
も

十
分
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
澄
、
弓
手
・
最
手
・
書
手
等
を

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

か

D
で
取
上
げ
る
に
足
ら
左
い
。
従
っ
て
張
居
正
丈
国
一
旦
策
k
h
v
け
る
丈

量
方
法
そ
れ
自
体
の
検
討
が
必
要
に
在
る
。

結
論
的

K
言
え
ば
、
地
主
層
自
身
の
申
告
制
左
い
し
「
自
丈
」
と
い

う
ζ

と
に
つ
い
て
は
、
す
で

K
前
項
で
嘉
錆
隆
慶
期
の
丈
量
の
「
自
丈
」

K
つ
い
て
述
べ
た
と
同
様
左
と
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

b
一つ

は
、
「
自
丈
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
地
主
層
の
勝
手
左
計
量
に
基
〈

申
告
制
で
は
左
い
こ
と
、
次

K
は
、
「
自
丈
」
と
い
う
丈
量
内
容
の
正

確
さ
を
期
す
る
何
ら
か
の
制
度
的
左
歯
止
め
が
左
さ
れ
た
〈
例
え
ば
、

今
時
の
張
居
正
丈
量
で
も
佃
戸
の
丈
量
へ
の
参
加
、
も
し
く
は
丈
量
冊

へ
の
佃
戸
姓
名
の
記
載
左
ど
が
明
ら
か

K
み
ら
れ
る
)
と
と
、
以
上
で

あ
る
。江

西
布
政
司
参
政
喬
愁
敬
が
、
布
政
司
管
内
の
丈
量
施
行
細
則
と
し

て
作
成
し
、
の
ち
、
清
初
の
江
南
各
地
の
丈
量
方
法

K
大
き
ま
影
響
を

与
え
た
、
喬
慾
敬
「
条
議
」
(
康
照
長
洲
県
志
巻
十
二
倍
役
、
「
康
照

十
五
年
、
巡
撫
都
御
史
馬
祐
題
、
委
県
令
李
敬
修
丈
量
団
地
、
至
十
七

年
、
魚
鱗
冊
成

ωo
」
の
項
所
載
)
を
検
討
し
よ
う

o「
条
議
」
第
一

条
八
一
。
議
責
成
正
官
以
免
分
委

V
K
は、

照
得
、
丈
量
均
賦
、
利
於
包
賠
之
細
民
、
極
不
利
於
欺
隠
之
巨
室

以
故
陰
行
阻
捷
、
其
勢
非
得
県
正
・
府
佐
挙
丈
、
則
威
令
不
行
。

然
事
務
繁
冗
、
叉
非
一
人
耳
目
所
能
周
、
遂
有
佐
領
分
丈
之
議
。

但
佐
領
率
皆
卑
職
、
欺
隠
多
属
巨
一
直
家
、
非
惟
法
不
能
行
。
且
畏
勢

狗
情
、
低
昂
其
手
者
有
之
失
。
今
議
毎
里
選
公
正
一
名
、
以
総
理

其
綱
。
書
・
算
・
弓
手
各
二
名
、
以
条
挙
其
目
。
公
正
所
係
甚
重
、
刊

必
丁
糧
殿
実
之
家
、
択
素
有
行
誼
之
人
、
郷
里
推
服
者
任
之
。
召

集
里
逓
、
従
公
開
報
、
或
即
丁
糧
多
者
、
坐
名
承
役
。
濫
挙
者
有

罰
。
故
推
者
不
准
。
無
頼
根
徒
営
充
者
不
聴
。
弓
手
・
書
手
・
算

手
、
亦
遊
選
誠
実
才
幹
・
諮
暁
書
算
之
人
、
或
於
該
甲
逃
絶
数
多
、

曾
被
虚
糧
磨
累
之
家
、
愈
其
堪
用
戸
了
承
充
。
蓋
才
幹
誠
実
者
、

必
不
為
私
、
而
苦
於
虚
糧
之
累
者
、
不
肯
為
私
。
外
再
愈
図
催
・

図
幹
各
一
名
、
以
供
奔
走
使
令
之
役
。
愈
選
己
定
、
令
各
具
一
本
管
、

井
互
相
覚
察
。

右
で
は
、
ま
ず
、
丈
量
の
容
体
が
巨
室
(
大
地
主
層
)
の
欺
隠
〈
納

税
忌
避
)
で
あ
る
と
と
が
前
提
と
さ
れ
、
巨
室
の
勢
威
を
抑
え
る
た
め

に
は
、
府
の
同
知
・
知
県
ク
ラ
ヱ
が
一
県
の
丈
日
一
旦
責
任
者
と
な
る
必
要

が
あ
る
が
、
彼
ら
だ
け
で
は
一
県
全
体
の
丈
量
を
担
当
す
る
こ
と
は
と

う
て
い
で
き
左
い
の
で
、
在
地
で
丈
量
担
当
の
倦
役
体
系
を
つ
く

b
、

組
織
的
制
度
的

K
丈
日
草
花
・
取

b
か
か
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
い
う
。
実

は
、
右
の
「
条
議
」
で
は
、
と
の
知
県
自
身
に
よ
る
丈
量
の
直
接
的
担

当
で
は
な
く
、
一
県
の
倦
役
制
度
的
左
、
在
地
の
組
織
化
に
よ
る
丈
量

運
営
と
そ
が
「
自
丈
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
で
あ
る
(
従
っ
て
、
こ
れ
を

自
丈
と
名
付
け
る
よ

b
、
下
級
丈
同
一
患
な
い
し
第
一
次
丈
量
と
も
言
っ
た

方
が
よ
い
)
。
在
地
の
倍
役
制
度
的
左
組
織
に
よ
っ
て
丈
量
を
施
行
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
正
以
下
丈
量
担
当
者
の
選
び
方
に
も

十
分
留
意
し
、
な
け
れ
ば
左
ら
左
い
。
左
台
、
弓
手
・
算
手
・
皆
一
一
国
手
等
を



選
ぶ
基
準
の
一
部
に
「
虚
糧
之
累
に
苦
し
む
者
」
は
「
私
を
為
す
を
肯

ぜ
な
い
」
か
ら
と
い
う
の
が
み
え
る
が
、
こ
の
虚
糧
の
累
を
受
け
る
者

を
西
村
氏
の
言
う
よ
う
に
佃
戸
層
と
す
る
よ
り
も
、
丈
量
の
容
体
と
な

る
自
室
の
欺
隠
に
よ
っ
て
生
ず
る
繊
寄
せ
を
受
け
る
と
こ
ろ
の
零
細
業

戸
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
右
文
の
続
文
に
よ
れ
ば
、
彼

ら
丈
量
担
当
者
に
は
白
銀
か
ら
日
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

　
丈
量
担
当
者
が
決
っ
た
の
で
、
次
に
丈
量
施
行
の
実
際
を
み
て
み
よ

う
。
　
「
条
議
」
第
三
条
《
蝋
。
議
先
取
親
供
以
防
欺
隠
事
》
に
は
、

　
　
無
懸
拠
則
弊
難
稽
藪
。
況
量
田
面
務
、
未
有
徒
手
而
下
行
丈
者
。

　
　
各
県
先
出
諭
通
塞
欝
ボ
莫
等
各
誌
鎧
戸
昔
日
下
原
警
・

　
　
民
糧
若
干
、
今
見
立
承
丈
若
干
、
内
、
若
干
畝
坐
落
本
図
或
別
心

　
　
・
土
名
某
処
、
原
額
係
上
田
、
又
若
干
円
坐
落
某
図
某
処
、
原
額

　
　
係
中
田
・
或
下
田
・
或
山
郷
・
在
水
郷
。
若
逃
絶
戸
、
即
今
親
鳥

　
　
丈
、
愚
存
心
寄
名
人
、
以
侯
復
業
給
還
。
六
町
、
明
開
四
肚
・
土

　
　
色
、
画
以
田
形
、
載
糧
若
干
、
与
夫
池
塘
等
項
、
　
一
塁
詳
開
。
如

　
　
係
開
墾
原
未
陞
科
者
、
面
訴
二
品
之
下
、
従
実
開
学
、
乱
筆
自
首

　
　
免
究
。
准
古
説
丈
造
冊
一
本
、
存
日
親
専
掌
。
外
野
垣
、
鞍
置
木

　
　
牌
潤
四
寸
長
四
尺
五
寸
、
照
冊
二
二
、
査
対
相
同
、
収
候
臨
丈
挿

　
　
田
之
用
。
冊
送
本
図
里
長
、
類
送
県
、
収
庫
備
照
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
が
丈
量
（
自
認
）
そ
の
も
の
で
は
な
く
丈
量
の
た
め

の
予
備
作
業
（
準
備
事
前
調
査
〉
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
（
西
村
氏
は
こ
の
段
階
も
「
自
弁
」
と
す
る
）
。
ま
ず
、
各
県
（

　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

知
県
）
は
里
長
・
甲
首
に
命
じ
て
、
丈
量
を
受
け
る
一
壷
（
一
筆
）
の

田
地
ご
と
に
倭
語
記
載
の
原
額
面
積
・
心
々
額
な
い
し
所
在
・
四
則
な

ど
を
調
べ
、
歪
計
（
親
玉
冊
）
に
記
入
し
、
そ
れ
を
一
た
ん
本
図
の
里

長
に
送
り
、
里
長
は
ま
と
め
て
県
に
送
る
。
ま
た
現
地
の
田
地
に
は
、

親
供
冊
の
内
容
が
木
牌
に
転
記
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
仏
供
冊
に

つ
い
て
は
張
居
正
丈
量
当
時
、
江
西
建
言
府
知
府
で
あ
っ
た
許
孚
遠
「

丈
量
法
」
　
（
『
彙
纂
経
世
全
編
』
巻
四
戸
部
、
土
田
、
丈
量
区
畝
附
、

所
収
）
に
は
、

　
　
其
親
節
、
令
田
主
同
里
甲
及
庄
佃
、
相
対
質
端
書
、
厳
漏
供
之
科
。

　
　
首
有
欺
弊
、
今
開
子
親
供
下
、
免
罪
。
推
公
正
・
弓
・
算
手
、
与

　
　
業
主
・
佃
農
、
詣
田
所
丈
之
、
先
正
親
供
、
写
木
版
上
、
以
小
族

　
　
挿
之
田
間
、
同
業
主
骨
算
、
覆
丈
実
数
、
具
書
之
。

と
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
左
下
冊
は
、
田
主
が
中
心
に
な
っ
て
里
長
甲
首

や
佃
戸
と
一
し
ょ
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ

こ
で
は
、
嘉
靖
隆
慶
期
の
和
州
の
丈
量
の
よ
う
に
、
佃
戸
が
丈
量
に
関

係
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
こ
れ
は
す
で
に
旧
稿
で
触
れ
た
）
。

従
っ
て
張
居
正
丈
量
は
正
し
く
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
と
同
質
で
あ
り
、

延
長
線
上
に
位
置
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
予
備
作
業
が
終
る
と
、
い
よ
い
よ
丈
量
が
実
施
さ
れ
る
。
　
「
条
議
」

第
七
条
《
一
。
丈
量
三
里
、
原
為
均
田
糧
以
甦
虚
賠
、
誹
言
尽
地
利
以

求
増
賦
》
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
各
図
之
田
界
既
定
、
業
主
之
山
野
又
斉
。
各
県
即
将
通
気
都
図
以
⑯

選
ぶ
基
準
の
一
部

K

「
虚
糧
之
累
に
苦
し
む
者
」
は
「
私
を
為
す
を
肯

ぜ
な
い
」
か
ら
と
い
う
の
が
み
え
る
が
、
こ
の
虚
糧
の
累
を
受
け
る
者

を
西
村
氏
の
言
う
よ
う
に
佃
戸
層
と
す
る
よ
h
y
も
、
丈
量
の
容
体
と
在

る
巨
室
の
欺
隠
に
よ
っ
て
生
ず
る
敏
寄
せ
を
受
け
る
と
こ
ろ
の
零
細
業

戸
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
右
文
の
統
文
に
よ
れ
ば
、
彼

ら
丈
量
担
当
者
に
は
官
鋭
か
ら
日
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

丈
量
担
当
者
が
決
ヲ
た
の
で
、
次

K
丈
量
施
行
の
実
際
を
み
て
み
よ

う
。
「
条
議
」
第
三
条
八
一
。
議
先
取
親
供
以
防
欺
隠
事

V
K
は、

無
想
拠
則
弊
難
稽
票
。
況
回
一
墨
田
重
務
、
未
有
徒
手
而
可
行
丈
者
。

各
県
先
出
諭
通
主
将
甲
首
人
等
、
各
将
本
戸
黄
冊
原
載
官
・

民
糧
若
干
、
今
見
在
承
丈
若
干
、
内
、
若
干
畝
坐
落
本
図
或
別
図

・
土
名
某
処
、
原
額
係
上
田
、
又
若
干
畝
坐
落
某
図
某
処
、
原
額

係
中
田
・
或
下
回
・
或
山
郷
・
在
水
郷
。
若
逃
絶
戸
、
即
今
親
一
捗

丈
、
の
存
逃
一
戸
名
色
、
以
侯
復
業
給
還
。
逐
垣
、
明
開
四
牡
・
土

色
、
画
以
田
形
、
載
糧
若
干
、
与
夫
池
塘
等
項
、
一
併
詳
開
。
如

係
開
墾
原
未
陸
科
者
、
許
於
本
抵
之
下
、
従
実
関
報
、
即
問
自
首

免
究
。
准
其
承
丈
造
冊
一
本
、
名
目
親
供
冊
。
外
毎
妊
、
男
且
直
木

牌
欄
四
寸
長
四
尺
五
寸
、
照
冊
損
写
、
査
対
相
向
、
収
候
臨
丈
挿

田
之
用
。
冊
送
本
図
星
長
、
類
送
県
、
収
庫
備
照
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
が
丈
量
(
自
丈
)
そ
の
も
の
で
は
左
〈
丈
且
患
の
た
め

の
予
備
作
業
(
準
備
事
前
調
査
)
.
で
あ
る
ζ

と
を
確
認
し
左
け
れ
ば
左

ら
ぬ
(
西
村
氏
は
こ
の
段
階
も
「
自
丈
」
と
す
る
)
。
ま
ず
、
各
県
(

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
闘
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

知
県
)
は
里
長
・
甲
首

K
命
じ
て
、
丈
量
を
受
け
る
一
垣
(
一
一
筆
)
の

団
地
ど
と
に
黄
冊
記
載
の
原
額
面
積
・
税
糧
額
左
い
し
所
在
・
科
則
左

ど
を
調
べ
、
冊
籍
(
親
供
冊
)
に
記
入
し
、
そ
れ
を
一
た
ん
本
図
の
里

長
に
送

b
、
里
長
は
ま
と
め
て
県

K
送
る
。
ま
た
現
地
の
田
地

K
は、

親
供
冊
の
内
容
が
木
牌
に
転
記
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
親
供
冊
に

つ
い
て
は
張
居
正
丈
量
当
時
、
江
西
建
臼
田
府
知
府
で
あ
っ
た
許
字
遠
「

丈
量
法
」
(
『
葉
纂
経
世
全
編
』
巻
四
戸
部
、
土
田
、
丈
同
一
旦
区
畝
附
、

所
収
)
K
は、

其
親
供
、
令
由
主
同
里
甲
及
庄
佃
、
相
対
質
具
書
、
厳
漏
供
之
科
。

首
有
欺
弊
、
今
開
子
親
供
下
、
免
罪
。
推
公
正
・
弓
・
算
手
、
与

業
主
・
佃
農
、
話
回
所
丈
之
、
先
照
親
供
、
写
木
版
上
、
以
小
節

挿
之
田
問
、
同
業
主
会
算
、
覆
丈
実
数
、
具
書
之
。

と
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
親
供
冊
は
、
国
主
が
中
心

K
左
っ
て
旦
長
甲
首

や
佃
戸
と
一
し
ょ
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
左
台
、
と

こ
で
は
、
嘉
靖
隆
慶
期
の
和
州
の
丈
量
の
よ
う

K
、
佃
戸
が
丈
量
に
関

係
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
(
と
れ
は
す
で
に
旧
稿
で
触
れ
た
)
。

従
っ
て
張
居
正
丈
量
は
正
し
く
嘉
靖
隆
慶
期
の
丈
量
と
同
質
で
あ

b
、

延
長
線
上

K
位
置
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

予
備
作
業
が
終
る
と
、
い
よ
い
よ
丈
量
が
実
施
さ
れ
る
。
「
条
議
」

第
七
条
八
一
。
丈
量
之
挙
、
原
為
均
田
糧
以
匙
虚
賠
、
並
非
尽
地
利
以

求
増
賦

V
K
は

、

め

各
図
之
田
界
既
定
、
業
主
之
親
供
又
一
斉
。
各
県
即
将
通
県
都
図
以
俗
、



　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

　
　
千
字
文
定
字
号
。
　
一
都
一
二
天
字
、
二
図
滅
字
、
依
序
派
列
。
井

　
　
査
照
後
歎
様
式
、
置
弁
弓
尺
・
布
旗
・
灰
斗
等
器
。
示
諭
公
正
等

　
　
役
赴
領
器
具
、
音
図
字
該
号
、
伍
将
堅
厚
竹
紙
、
照
式
刷
印
空
白

　
　
魚
鱗
冊
三
本
、
・
類
詳
審
一
本
、
幽
閑
発
回
。
法
泉
男
役
、
里
逓
先

　
　
期
宿
報
、
某
日
自
某
地
方
丈
起
、
早
令
図
催
鳴
雛
、
借
各
業
主
斉

　
　
念
写
丈
処
置
。
酌
量
特
段
相
連
、
不
拘
多
寡
、
定
作
一
区
。
若
土

　
　
名
難
同
心
地
段
部
門
不
相
連
二
者
、
男
滝
一
区
。
器
用
従
公
衆
議

　
　
此
区
之
田
土
。
　
（
下
略
）

と
あ
り
、
丈
量
施
行
の
順
序
と
し
て
、
一
定
の
丈
量
地
域
（
区
）
分
轄

1
1
図
・
宇
・
号
、
丈
量
資
材
器
具
の
調
達
、
丈
量
空
乳
（
必
要
項
目
を

あ
ら
か
じ
め
印
刷
し
て
あ
る
空
白
魚
鱗
冊
診
よ
び
類
戸
冊
）
の
準
備
を

行
い
、
次
い
で
丈
量
三
役
（
公
正
・
里
長
・
甲
西
・
図
催
・
國
幹
・
書

手
・
堺
町
・
弓
手
、
以
上
で
八
重
、
他
の
二
役
は
不
明
。
或
は
業
戸
・

佃
戸
を
加
え
る
か
）
を
公
設
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
業
務
に
就
く
。
里

長
が
何
日
に
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
丈
量
す
る
と
触
れ
回
り
、
図
催
が

鍵
を
鳴
ら
し
て
承
丈
の
業
戸
を
集
め
る
。
こ
の
施
行
規
定
は
、
決
し
て

地
主
の
自
分
勝
手
な
丈
量
、
澄
よ
び
そ
の
申
告
な
ど
を
物
語
る
叙
述
で

な
い
こ
と
は
確
認
さ
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
項
で
扱
っ
て
き
た
丈
量
施
行
過
程
は
、
あ
く
ま
で
規

定
の
上
だ
け
の
当
為
の
丈
量
像
で
あ
る
。
現
実
は
、
例
え
ば
丈
量
担
当

者
の
業
務
内
容
な
ど
全
く
規
定
と
違
っ
て
掌
り
、
そ
の
結
果
、
大
地
主

の
不
正
が
必
ず
し
も
摘
発
で
き
ぬ
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ

の
点
に
つ
い
て
は
、
　
「
覆
丈
」
　
「
会
計
」
段
階
の
検
討
と
と
も
に
別
稿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
扱
い
た
い
と
思
う
。

　
　
　
2
　
張
居
正
丈
量
策
の
成
果
と
残
さ
れ
た
課
題

　
従
来
、
点
景
正
の
全
国
的
土
地
丈
量
は
途
中
で
中
止
さ
れ
た
と
い
わ

れ
た
。
し
か
し
、
最
近
の
西
村
元
照
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
丈
量
は
全

国
的
に
完
成
し
た
と
い
う
。
ど
の
よ
う
に
完
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
だ
不
明
な
部
分
が
多
い
。
と
こ
ろ
で
、
本
稿
「
は
し
が
き
」
で
述
べ

た
よ
う
に
、
張
居
正
丈
量
の
評
価
は
、
全
国
的
規
模
で
の
考
察
か
ら
な

す
こ
と
の
ほ
か
、
江
南
地
主
制
の
発
展
と
の
関
連
で
の
み
論
じ
て
も
な

し
う
る
と
思
う
。
そ
の
噌
斑
は
筆
者
は
旧
稿
で
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
旧

稿
の
考
え
を
修
正
す
る
二
点
の
問
題
点
を
あ
げ
、
今
後
の
研
究
の
前
進

の
た
め
の
一
石
と
し
、
本
稿
の
結
び
に
代
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
そ
の
一
は
、
　
一
般
に
張
居
正
丈
量
の
成
果
は
、
弔
事
で
も
活
用
さ
れ

た
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
清
初
、
太
倉
の
人
二
世
儀
は
、

　
　
万
暦
時
、
江
上
相
公
当
国
、
丈
量
田
地
。
　
：
：
・
然
昼
時
、
呉
中

　
　
経
界
久
壊
、
賦
役
不
均
、
得
此
樽
屋
。
至
於
今
古
之
、
此
不
可
尽

　
　
拠
華
魁
　
　
　
　
　
　
　
（
『
思
弁
録
輯
要
』
巻
十
六
、
治
平
類
）

と
述
べ
、
張
居
正
丈
量
を
一
応
評
価
し
て
は
い
る
が
、
清
初
に
と
っ
て

は
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
そ
の
十
分
で
は
な
い

と
い
う
内
容
と
し
て
、
挙
世
儀
は
、

　
　
且
一
区
税
糧
、
即
本
墨
書
正
収
納
。
若
田
主
・
罵
遠
、
即
子
佃
戸
処

　
　
収
取
。
給
票
与
田
主
里
下
、
有
多
弁
納
不
便
。
　
（
同
前
項
所
載
）

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

千
字
文
定
字
号
。
一
都
一
図
天
字
、
二
図
地
字
、
依
序
派
列
。
井

査
照
後
歎
様
式
、
置
弁
弓
尺
・
布
旗
・
灰
斗
等
器
。
示
諭
公
正
等

役
赴
領
器
具
、
井
図
字
該
号
、
何
将
堅
厚
竹
紙
、
照
式
刷
印
空
白

魚
鱗
冊
三
本
、
類
戸
冊
一
本
、
印
鈴
発
目
。
公
同
十
役
、
里
遺
先

期
伝
報
、
某
日
自
莱
地
方
丈
起
、
早
令
図
催
鳴
縁
、
借
各
業
主
斉

赴
応
丈
処
所
。
酌
間
草
地
段
相
連
、
不
拘
多
寡
、
定
作
一
区
。
若
土

名
雄
同
市
地
段
懸
遠
不
相
連
属
者
、
男
作
一
区
。
就
使
従
公
推
議

此
区
之
田
土
。
(
下
略
)

と
あ

b
、
丈
量
施
行
の
順
序
と
し
て
、
一
定
の
丈
島
草
地
域
(
区
)
分
轄

u
u
図
・
字
・
号
、
丈
量
資
材
器
具
の
調
達
、
丈
量
冊
籍
〈
必
要
項
目
を

あ
ら
か
じ
め
印
刷
し
て
あ
る
空
白
魚
鱗
冊
な
よ
び
類
戸
冊
)
の
準
備
を

行
い
、
次
い
で
丈
国
一
一
息
十
役
(
公
正
・
里
長
・
甲
首
・
図
催
・
図
幹
・
書

手
・
算
手
・
弓
手
、
以
上
で
八
役
、
他
の
二
役
は
不
明
。
或
は
業
戸
・

佃
戸
を
加
え
る
か
)
を
公
同
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
業
務
に
就
く
。
里

長
が
何
日
に
は
ど
と
か
ら
ど
と
ま
で
丈
国
軍
す
る
と
触
れ
回

b
、
図
催
が

繰
を
鳴
ら
し
て
承
丈
の
業
戸
を
集
め
る
。

ζ

の
施
行
規
定
は
、
、
決
し
て

地
主
の
自
分
勝
手
左
丈
量
、
な
よ
び
そ
の
申
告
左
ど
を
物
語
る
叙
述
で

左
い
と
と
は
確
認
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
項
で
扱
っ
て
き
た
丈
量
施
行
過
程
は
、
あ
く
ま
で
規

定
の
上
だ
け
の
当
為
の
丈
量
像
で
あ
る
。
現
実
は
、
例
え
ば
丈
量
担
当

者
の
業
務
内
容
左
ど
全
く
規
定
と
違
つ
て
な

b
、
そ
の
結
果
、
大
地
主

の
不
正
が
必
ず
し
も
摘
発
で
き
ぬ
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
左
い
。
そ

での

扱点
いに

2. たつ
いい
とて
思は
う、
O 

-， 
覆
丈
L 

「
会
計
」
段
階
の
検
討
と
と
も
に
別
稿
叫

張
居
正
丈
記
一
旦
策
の
成
果
と
残
さ
れ
た
謀
題

従
来
、
張
居
正
の
全
国
的
土
地
丈
量
は
途
中
で
中
止
さ
れ
た
と
い
わ

れ
た
。
し
か
し
、
最
近
の
西
村
元
照
氏
の
研
究

K
よ
れ
ば
、
丈
量
は
全

国
的

K
完
成
し
た
と
い
う
。
ど
の
よ
う
に
完
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
だ
不
明
左
部
分
が
多
い
。
と
と
ろ
で
、
本
稿
「
は
し
が
き
」
で
述
べ

た
よ
う
に
、
張
居
正
丈
日
一
患
の
評
価
は
、
全
国
的
規
模
で
の
考
察
か
ら
左

す
と
と
の
ほ
か
、
江
南
地
主
制
の
発
展
と
の
関
連
で
の
み
論
じ
て
も
左

し
う
る
と
思
う
。
そ
の
一
斑
は
筆
者
は
旧
稿
で
述
べ
た
が
、

ζ

と
で
旧

稿
の
考
え
を
修
正
す
る
こ
点
の
問
題
点
を
あ
げ
、
今
後
の
研
究
の
前
進

の
た
め
の
一
石
と
し
、
本
稿
の
結
び
に
代
え
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
一
は
、
一
般
に
張
居
正
丈
回
一
患
の
成
果
は
、
清
初
で
も
活
用
さ
れ

た
と
い
わ
れ
る
と
と
に
関
し
て
、
清
初
、
太
倉
の
人
陸
世
儀
は
、

万
暦
時
、
江
崎
帆
相
公
当
園
、
丈
量
団
地
。
・
・
・
・
・
然
是
時
、
呉
中

経
界
久
壊
、
賦
役
不
均
、
得
此
始
正
。
至
於
今
頼
之
、
此
不
可
尽

拠

者

也

(

『

思

弁

録

輯

要

』

巻

十

六

、

治

平

類

)

と
述
べ
、
一
張
居
正
丈
量
を
一
応
評
価
し
て
は
い
る
が
、
清
初
に
と
っ
て

は
必
ず
し
も
十
分
左
も
の
と
は
思
っ
て
い
左
い
。
そ
の
十
分
で
は
左
い

と
い
う
内
容
と
し
て
、
陸
世
儀
は
、

且
一
区
税
糧
、
即
本
邑
香
正
収
納
。
若
田
主
、
高
遠
、
即
子
佃
戸
処

収
取
。
給
票
与
田
主
算
明
、
有
何
弁
納
不
便
。
(
同
前
項
所
載
)



と
い
う
。
清
初
に
か
か
る
指
摘
の
あ
る
の
は
、
そ
れ
以
前
の
張
居
正
丈

量
当
時
（
嘉
靖
隆
慶
期
は
な
お
趨
り
）
に
、
必
ず
し
も
国
家
権
力
に
よ

る
佃
戸
の
掌
握
が
十
分
で
な
い
状
況
の
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
上

が
第
一
点
の
事
柄
で
あ
る
。

　
第
二
点
は
、
先
掲
、
建
昌
府
知
府
許
孚
遠
の
「
丈
量
法
」
に
、

　
　
以
魚
鱗
冊
為
経
、
田
図
妙
絶
為
緯
。
敦
礼
廉
直
絡
贈
主
其
事
。
択

　
　
弟
子
員
敦
敏
者
任
騰
馬
。
単
位
分
上
中
下
中
三
則
而
田
均
、
通
官

　
　
民
為
一
科
而
賦
均
、
通
広
郷
狭
重
々
｝
体
政
均
。
　
：
・
：
蓋
与
士

　
　
紳
同
覆
鍛
之
、
開
銀
畢
、
分
四
局
延
郷
中
生
員
総
之
。
其
査
算
以

　
　
魚
鱗
一
群
主
、
以
田
図
小
平
合
掌
。
審
其
弊
孔
、
若
謬
誤
、
則
査

　
　
抽
丈
冊
以
臨
田
、
草
冊
正
之
。
覆
藪
詑
、
為
帰
戸
大
総
、
以
入
戸

　
　
為
主
。
此
弾
除
単
、
平
蕪
収
単
。
田
早
帰
戸
車
冊
成
。
其
虚
根
自

　
　
賠
之
弊
早
算
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
下
膨
層
の
在
地
郷
村
で
の
支
配
力
に
丈
量
の
成

功
成
果
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
。
実
は
、
清
朝
で
丈
量
施
行

を
意
図
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
常
に
郷
紳
層
と
か
か
わ
っ
て
鋭
い
緊
張

関
係
が
生
じ
、
丈
量
施
行
者
（
地
方
官
）
は
郷
野
飼
と
対
決
を
迫
ま
ら

れ
る
と
い
う
事
態
が
展
開
す
る
。
許
孚
遠
の
丈
量
法
の
考
え
方
は
そ
の

萌
芽
を
示
す
。
し
て
み
れ
ば
、
張
居
睡
丈
量
策
は
、
清
初
に
続
く
丈
量

と
も
あ
い
ま
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
強
弓
的
土
地
所
有
の
形
成
、
な
い
し
郷

紳
支
配
の
成
立
に
一
定
の
役
割
診
を
果
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
具
体
的
内
容
の
検
討
は
、
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　
明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
農
（
川
勝
）

　
　
　
　
　
　
註

　
ω
　
「
十
六
世
紀
太
湖
周
辺
地
帯
に
診
け
る
官
田
制
度
の
改
革
」
　
（

　
　
『
東
洋
史
研
究
』
一
＝
一
四
、
二
二
i
｝
）

　
⑨
　
叙
述
に
あ
た
っ
て
も
、
森
正
夫
氏
の
前
壁
ω
の
論
考
に
依
拠
す

　
　
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
③
　
松
江
府
の
東
西
両
郷
に
更
け
る
農
業
労
働
の
生
産
性
の
違
い
か

　
　
ら
し
て
、
生
産
性
の
低
い
東
郷
に
農
民
の
工
業
と
し
て
綿
業
が
展

　
　
開
し
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
氏
の
一
連
の
綿
業
の
研
究

　
㌧
　
（
同
氏
著
『
中
国
経
済
史
研
究
』
第
三
部
商
品
生
産
の
展
開
と
そ

　
　
の
構
造
）
が
あ
る
。
な
お
本
稿
の
問
題
視
角
は
、
西
嶋
氏
の
「
補

　
　
記
」
　
（
同
書
所
載
）
に
、

一
　
　
　
過
重
田
賦
．
と
零
細
過
小
農
と
の
問
題
は
、
こ
れ
を
地
主
佃
戸

　
　
　
　
関
係
に
解
消
し
て
問
題
視
す
べ
き
で
は
な
く
、
国
家
的
支
配

　
　
　
　
の
表
現
と
し
て
の
過
重
田
紳
と
地
主
佃
戸
関
係
と
の
…
関
連
に

　
　
　
　
お
い
て
問
題
に
す
べ
き
な
の
で
あ
（
る
）
。

　
　
と
あ
る
の
に
、
大
き
な
示
唆
を
得
て
い
る
。

　
ω
　
前
事
ω
論
文
。

　
⑤
　
西
村
元
照
「
明
後
期
の
丈
量
に
就
い
て
」
　
（
五
頁
上
一
八
頁
上
）

　
　
は
、
佃
戸
層
ま
で
が
虚
糧
を
賠
償
す
べ
き
追
徴
包
賠
の
容
体
と
し

　
　
て
存
在
し
た
と
い
う
が
、
そ
の
事
例
は
官
田
系
統
の
承
佃
に
関
す

　
　
る
も
の
で
民
田
一
般
の
論
拠
と
な
ら
な
い
。
ま
た
自
小
作
に
つ
い
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て
の
氏
の
理
解
は
、
逆
立
ち
し
て
い
る
。
自
小
作
と
は
、
自
作
者
⑯

と
い
う
。
清
初

K
か
か
る
指
摘
の
あ
る
の
は
、
そ
れ
以
前
の
張
居
正
丈

量
当
時
(
嘉
靖
隆
慶
期
は
左
hv
然

b
〉

K
、
必
ず
し
も
国
家
権
力
に
よ

る
佃
戸
の
掌
握
が
十
分
で
左
い
状
況
の
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
上

が
第
一
点
の
事
柄
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
先
掲
、
建
昌
府
知
府
許
字
遠
の
「
丈
量
法
」

K
、

以
魚
鱗
冊
為
経
、
田
図
諸
票
為
緯
。
敦
礼
廉
直
結
紳
主
其
事
。
択

弟
子
員
敦
敏
者
任
其
労
。
子
是
分
上
中
下
為
三
則
而
田
均
、
通
官

民
為
一
科
市
賦
均
、
通
広
郷
狭
郷
為
一
体
政
均
。
・
・
・
・
・
蓋
与
士

紳
同
覆
豪
之
、
開
丈
畢
、
分
四
局
延
郷
恒
生
員
総
之
。
其
査
算
以

魚
鱗
冊
為
主
、
以
田
図
小
票
合
之
。
審
其
弊
孔
、
若
謬
誤
、
則
査

抽
丈
冊
以
臨
回
、
草
冊
正
之
。
覆
薮
設
、
為
帰
戸
大
総
、
以
人
戸

為
主
。
此
有
除
単
、
彼
有
収
単
c

国
悉
帰
戸
而
冊
成
。
其
虚
粧
自

賠
之
弊
尽
去
。

と
あ
わ
y

、
こ
と

K
は
、
郷
紳
層
の
在
地
郷
村
で
の
支
配
力
に
丈
最
の
成

功
成
果
を
期
待
す
る
と
と
ろ
が
み
ら
れ
る
。
実
は
、
清
朝
で
丈
量
施
行

を
意
図
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
常
に
郷
紳
層
と
か
か
わ
っ
て
鋭
い
緊
張

関
係
が
生
じ
、
丈
量
施
行
者
(
地
方
官
)
は
郷
紳
層
と
対
、
決
を
迫
ま
ら

れ
る
と
い
う
事
態
が
展
開
す
る
。
許
字
遠
の
丈
量
法
の
考
え
方
は
そ
の

萌
芽
を
示
す
。
し
て
み
れ
ば
、
張
居
正
丈
量
策
は
、
清
初
に
続
く
丈
量

と
も
あ
い
ま
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
郷
紳
的
土
地
所
有
む
形
成
、
左
い
し
郷

紳
支
配
の
成
立

K
一
定
の
役
割
h
J
を
果
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
具
体
的
内
容
の
検
討
は
、
今
後
の
大
き
左
課
題
で
あ
る
。

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
(
川
勝
)

註

ω
「
十
六
世
紀
太
湖
周
辺
地
帯
に
な
け
る
宮
田
制
度
の
改
革
」

『
東
洋
史
研
究
』
二
一

l
四
、
二
二

l
一〉

ω
叙
述
に
あ
た
っ
て
も
、
森
正
夫
氏
の
前
註

ωの
論
考
に
依
拠
す

る
と
こ
ろ
が
多
い
。

ω
松
江
府
の
東
西
両
郷
に
な
け
る
農
業
労
働
の
生
産
性
の
遂
い
か

ら
し
て
、
生
産
性
の
低
い
東
郷

K
農
民
の
工
業
と
し
て
綿
業
が
展

開
し
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
定
生
氏
の
一
連
の
綿
業
の
研
究

(
同
氏
著
『
中
国
経
済
史
研
究
』
第
三
部
商
品
生
産
の
展
開
と
そ

の
構
造
)
が
あ
る
。
左
hv
本
稿
の
問
題
視
角
は
、
西
嶋
氏
。
「
補

記
」
(
同
書
所
載

)
K
、

過
重
田
賦
と
零
細
過
小
農
と
の
問
題
は
、
こ
れ
を
地
主
佃
戸

関
係

K
解
消
し
て
問
題
視
す
べ
き
で
は
左
〈
、
国
家
的
支
配

の
表
現
と
し
て
の
過
重
田
賦
と
地
主
佃
戸
関
係
と
の
関
連

K

な
い
て
問
題

K
す
べ
き
左
の
で
あ
(
る
)
。

と
あ
る
の
に
、
大
き
左
示
唆
を
得
て
い
る
。

ω
前
註

ω論
文
。

ω
西
村
元
照
「
明
後
期
の
丈
日
一
旦
K
就
い
て
」
(
五
頁
上

i
八
頁
上
)

は
、
佃
戸
層
ま
で
が
虚
糧
を
賠
償
す
べ
き
追
徴
包
賠
の
容
体
と
し

て
存
在
し
た
と
い
う
が
、
そ
の
事
例
は
官
田
系
統
の
承
佃

K
関
す

る
も
り
で
民
田
一
般
の
論
拠
と
走
ら
な
い
。
ま
た
自
小
作

K
つ
い
〉ヴ

4

て
の
氏
の
理
解
は
、
逆
立
ち
し
て
い
る
。
自
小
作
と
は
、
自
作
者
作

f問、、



明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
（
川
勝
）

　
が
小
作
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

㈲
　
西
村
前
掲
論
文
（
八
頁
上
）
。

ω
　
細
野
浩
二
「
明
末
清
初
江
南
に
お
け
る
地
主
奴
僕
関
係
」
（
『
東

　
洋
学
報
』
五
〇
一
三
）
。

⑧
　
　
「
明
清
時
代
の
土
地
制
度
」
　
（
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
1
2
、

　
二
五
五
i
二
六
〇
頁
）
。

⑨
　
旧
註
ω
論
文
。

⑩
　
万
暦
上
海
県
志
三
三
賦
役
上
田
糧
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑪
　
　
「
張
居
回
の
土
地
丈
量
（
下
）
」
二
の
三
、
四
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
く

⑫
　
康
煕
十
五
年
の
長
洲
県
丈
量
に
つ
い
て
は
、
鶴
見
尚
弘
「
国
立

　
国
会
図
書
館
所
蔵
康
煕
十
五
年
丈
旦
里
の
長
洲
県
魚
鱗
冊
一
本
に
つ

　
い
て
」
　
（
『
山
崎
先
生
退
官
記
念
東
洋
吏
学
論
集
』
）
参
照
。

（
追
記
i
紙
幅
の
関
係
で
、
註
は
最
少
限
に
と
ど
め
た
。
）

間
、
稲
将
熟
　
、
而
急
於
欠
食
、
不
精
挙
債
↑
借
用
）
、
亦
㈹

　
還
対
合
（
一
－
二
倍
）
。
故
七
赤
有
出
門
加
一
・
之
諺
。
所
以
富
者

　
愈
富
、
貧
者
愈
貧
　
。
呉
農
有
言
、
日
汁
出
門
頼
、
強
如
徹
債

　
頼
頼
。
蓋
諺
語
猶
言
淋
演
也
、
言
出
半
熟
而
有
早
出
淋
浪
者
、

　
刈
而
些
些
、
勝
如
挙
債
也
。

な
澄
、
本
稿
で
行
な
っ
た
よ
う
な
弘
治
呉
田
図
と
嘉
靖
呉
江
県
志

と
の
比
較
は
、
森
正
夫
氏
（
旧
注
㈲
論
文
）
の
創
見
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

（
補
註
）
　
・
嘉
靖
志
風
俗
の
記
事
と
の
対
比
の
た
め
に
、
弘
治
呉
江
志

　
巻
六
風
俗
の
条
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
　
四
民
之
中
、
惟
農
為
最
労
、
而
呉
農
又
鋭
中
之
労
也
。
　
・
：
：
・

　
　
毎
田
一
畝
、
起
租
一
石
至
㎝
石
八
斗
。
毎
歳
仲
冬
、
租
戸
以
乾

　
　
円
好
米
、
納
還
田
主
。
田
主
亦
備
酒
食
、
以
労
之
。
謂
之
租
米
。

　
　
其
小
民
乏
用
之
際
、
借
富
家
米
一
石
、
至
秋
則
還
三
石
。
謂
之

　
　
生
米
。
其
銅
銭
或
銀
則
五
分
起
息
、
謂
之
生
銭
。
或
七
・
八
月

明
末
、
江
南
に
お
け
る
丈
量
策
の
展
開
と
地
主
佃
戸
関
係
の
発
展
{
川
勝
)

が
小
作
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

ω
西
村
前
掲
論
文
(
八
頁
上
)
。

の
細
野
浩
二
「
明
末
清
初
江
南

K
-砕
け
る
地
主
奴
僕
関
係
」
(
『
東

洋
学
報
』
五

O
l
=
乙
。

仙
川
「
明
清
時
代
の
土
地
制
度
」
(
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
ロ
、

二
五
五
!
二
六

O
頁
)
。

ゆ

前

註

ω論
文
。

ω
万
磨
上
海
県
志
巻
三
賦
役
上
田
糧
。

、3J

、，J

ω
「
張
居
正
の
土
地
丈
量
(
下
)
」
こ
の
己
、

ω。

M
W

康
民
十
五
年
の
長
洲
県
丈
国
一
旦
一

K
つ
い
て
は
、
鶴
見
尚
弘
「
国
立

国
会
図
書
館
所
蔵
康
照
十
五
年
丈
量
の
長
洲
県
魚
鱗
冊
一
本
に
つ

(
『
山
崎
先
生
退
官
記
念
東
洋
史
学
論
集
』
)
参
照
。

い
て
」

(
追
記
i
紙
幅
の
関
係
で
、
註
は
最
少
阪
に
と
ど
め
た
。
)

(
補
註
)
嘉
嬬
士
山
風
俗
の
記
事
と
の
対
比
の
た
め
に
、
弘
治
呉
江
志

巻
六
風
俗
む
条
を
示
し
て
む
と
う
。

四
民
之
中
、
惟
農
為
最
労
、
而
呉
農
又
労
中
之
労
也
。

毎
回
一
畝
、
起
租
一
石
至
一
石
八
斗
。
毎
歳
仲
冬
、
租
戸
以
乾

円
好
米
、
納
還
田
主
。
田
主
亦
備
酒
食
、
以
労
之
。
謂
之
租
米
。

其
小
民
乏
用
之
際
、
借
富
家
米
一
石
、
至
秋
則
還
二
石
。
謂
之

生
米
。
其
銅
銭
或
銀
則
五
分
起
息
、
謂
之
生
銭
。
或
七
・
八
月

問
、
稲
将
熟
失
、
而
急
於
火
食
、
不
免
挙
債

(
H借
用
)
、
亦
同

還
対
合

(
H
H

二
倍
)
。
故
呉
人
有
出
門
加
一
之
諺
。
所
以
富
者

愈
富
、
貧
者
愈
貧
奈
。
呉
農
有
一
一
一
一
口
、
日
汁
出
頼
頼
、
強
如
倣
債

頼
頼
。
蓋
諺
語
猶
言
淋
満
也
、
言
稲
半
熟
而
有
汁
出
淋
滴
者
、

刈
市
食
之
、
勝
如
挙
債
也
。

左
長
、
本
稿
で
行
左
っ
た
よ
う
左
弘
治
呉
江
志
と
嘉
靖
呉
江
県
志

と
の
比
較
は
、
森
正
夫
氏
(
前
注

ω論
文
)
の
創
見

K
よ
る
も
の

で
あ
る
と
と
を
申
し
添
え
て
な
く
。


