
け
ン
ョ

ウ
ゼ
ブ

ハ
リ
ス
再
論

1

1
学
史
的
位
置
づ
け
の
こ
こ
ろ
み
|
|
3

林

昇

わ
た
く
し
は
こ
の
ほ
ど
、
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
の
『
貨
幣
・
鋳
貨
輸
』

円・・・
0

N

也
知
ユ
タ
見
勾

H
3
8
の
ひ
と
わ
た
り
の
訳
稿
を
こ
し
ら
え
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
、
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
文
献
の
な
か
に
占
め
る
こ

(
旬
。
目

3
F
E
R
F
k
g
gミ
毛
色
お
き

N

岳
民
ミ

s
g・

の
著
作
の
位
置
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
し
る
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
も
っ
と
も
わ
た
く
し
は
す
で
に
、
二
十
数
年
も
昔
の
こ
と

(
2〉

な
が
ら
、
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
の
経
済
学
説
」
と
い
う
論
説
を
発
表
し
て
い
る
か
ら
、
以
下
の
コ
メ
ン
ト
は
ハ
リ
ス
に
つ
い
て
の
わ

た
く
し
の
再
論
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
か
ぎ
り
旧
論
説
と
の
重
複
は
で
き
る
だ
け
避
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
3
〉

ハ
リ
ス
の
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
が
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
に
あ
た
え
た
直
接
の
影
響
は
明
白
で
あ
る
が
、
十
九
世
紀
初
頭
の

〈

4
)

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
れ
は
ヴ
ア
ン
ダ
ー
リ
ン
ト
や
J
・
ス
テ
ュ
ア

l
ト
の
著
作
と
と
も
、
す
で
に
忘
れ
ら
れ
た
文
献
に
属
し
て
い
た

G

や

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
一
持
論



ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

が
て
マ
ッ
カ
ロ
ッ
ク
が
一
八
五
六
年
に
、
そ
の
編
纂
し
た
『
精
親
貨
幣
論
集
』
に
沼
田
九
幣
・
鋳
貨
論
』
を
収
録
し
、
一
編
者
の
序
文
で
そ
れ

を

「
こ
れ
ま
で
に
現
わ
れ
た
貨
幣
論
の
な
か
で
最
も
す
ぐ
れ
最
も
貴
重
な
も
の
で
あ
り
」
、
「
明
断
に
か
つ
説
得
力
を
も
っ
て
書
か
れ
て

(

5

)

 

い
る
」
と
、
端
的
で
適
切
な
評
価
を
加
え
て
以
来
、
こ
の
本
は
忘
却
か
、
り
救
い
出
さ
れ
て
、
と
も
か
く
も
古
典
の
座
を
確
保
し
て
い
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ス
タ
ン
リ
・
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
は
「
リ
チ
ャ

l
ド
・
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
と
経
済
学
の
国
籍
」
を
書
い
た
と
き
、
「
そ
の
主

題
と
す
る
貨
幣
に
か
ん
し
て
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
て
い
る
」
ハ
リ
ス
の
著
書
が
そ
の
第
一
部
第
一
章
を
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
か
ら
の
抜
翠
で
埋

(

6

)

 

め
、
こ
う
し
て
後
者
を
「
略
奪
し
た
」
と
述
べ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
略
奪
」

1

i
た
と
え
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
l
l
l
の
程
度
は
後

述
の
よ
う
に
あ
る
か
な
さ
か
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
シ
ュ
ン
ペ

l
タ
!
は
、

む
し
ろ
当
の
第
一
部
第
一
章
を
ふ
く
め
た
と
解
さ
れ
る
文

脈
に
お
い
て
、

λ
リ
ス
の
著
書
を
「
貨
幣
的
分
析
の
領
域
で
の
十
八
世
紀
の
最
良
の
業
績
の
一
つ
」
で
あ
る
と
し
て
、

(
7〉

評
価
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
@

マ
ッ
カ
ロ
ッ
ク
の

こ
う
し
て
、
こ
ん
に
ち
古
典
学
派
の
前
史
を
論
ず
る
著
書
で
あ
っ
て
ハ
リ
ス
の
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
に
触
れ
な
い
も
の
は
、
な
い
と
い

う
目
〉

つ
で
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
の
特
殊
研
究
は
、
わ
た
く
し
は
寡
聞
を
お
そ
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
わ
が
国
で
し

か
発
表
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
久
保
田
明
光
「
円
貨
幣
論
考
』
に
現
わ
れ
た
る
ジ
ョ
セ
フ
・
ハ
リ
ス
の
経
済
理
論
l

ー
主
と
し
て
其
の
富
、
価
値
及
び
分
業
理
論
に
就
い
て
|
|
」
ハ
同
著
『
近
世
経
済
学
の
生
成
過
程
』
、
一
九
四
二
年
、
所
収
)
、

小
林
昇
上
掲
論

文
、
堀
家
文
吉
郎
「
貨
幣
数
量
説
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ハ
リ
ス
に
お
け
る
熔
暗
」
(
『
久
保
田
明
光
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』
、
一
九
五
七
年
、
所
収
)
の

三
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
に
言
及
し
あ
る
い
は
そ
れ
を
主
題
と
し
た
内
外
の
諸
文
献
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
『
国
富
論
』
に
先
行

す
る
こ
の
古
典
の
基
本
的
経
済
思
想
1
1
1
す
な
わ
ち
富
源
論
、
分
業
論
、
貿
易
論
等

i
iと
、
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
貨
幣
理
論
一
般
|



ー
す
な
わ
ち
貨
幣
価
値
論
、
独
自
の
数
量
説
等
|
!
と
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
か
ぎ
り
『
貨
幣
・
鋳
賃
論
』
は
そ
の
第
一

部
「
商
業
・
貨
幣
・
為
替
の
理
論
」
(
、
口
5
5
2
ユ2
0同

g
B
B
O月
0

・

5saws島
民
各
ω
口
問
。
ろ
が
、
し
か
も
そ
の
明
噺
な
為
替

の
理
論
の
部
分
(
第
三
章
)
を
除
い
て
、
関
心
を
持
た
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
第
二
部
(
無
題
)
の
ニ
つ
の
章
す
な
わ
ち
鋳
貨
の
問
題
の
分

析
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
主
張
と
は
、
わ
ず
か
に
モ
ン
ロ
ウ
の
著
書
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
前
の
貨
幣
理
論
』
が
、
き
わ
め
て
断
片
的
に
な

が
ら
そ
れ
に
か
な
り
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
本
位
の
擁
護
と
貨
幣
標
準
の
毘
質
の
主
張
へ
の

批
判
と
を
強
力
に
展
開
し
た
第
二
部
の
内
容
は
、

〈
閉
山
)

の
ば
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
べ
き
状
態
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
に
い
た
る
ま
で
そ
の
研
究
が
な
お
等
閑
に
付
さ
れ
て
お
り
、
「
こ
の
線
は
意
外
に

エ
グ
ゼ
タ
!
大
学
の

w
-
B
・
ミ
ン
チ
ン
ト
ン
に
よ
ろ
イ
ギ
リ

ス
経
済
学
古
典
復
刻
シ
リ
ー
ズ
に
ふ
く
ま
れ
る
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
が
そ
の
第
一
部
の
み
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
研
究
史
上
の
そ
う

い
う
風
潮
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
第
二
部
は
、
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
と
ラ
ウ
ン
ズ
と
の
対
立
に
は
じ
ま
る
鋳
貨
論
争
が
、
造
幣
局
の
長
官
だ
っ
た
科
学

者
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
途
中
の
参
加
を
経
て
、
や
が
て
ハ
リ
ス
対
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア

i
ト
の
対
立
り
し
め
く
く
ら
れ
る
ま
で
の
歴
史
に
、

不
可
欠
の
文
献
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
論
争
史
上
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
銀
本
位
制
の
末
期
か
ら
金
本
位

制
の
事
実
上
の
形
成
期
に
か
け
て
の
貨
幣
制
度
論
史
上
の
、
四
つ
の
文
献
的
支
柱
の
一
つ
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て

同
時
に
ま
た
、
重
商
主
義
末
期
の
巨
峰
で
あ
る
ス
テ
ュ
ア
!
ト
の
『
経
済
学
原
理
』
の
l
!
と
く
に
そ
の
第
三
編
「
貨
幣
お
よ
び
鋳
貨
」

こ
の
事
実
を
知
り
、

の
1
1
1
理
解
に
も
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
文
献
な
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
右
の
ス
テ
ュ
ア

l
ト
の
吉
原
海
』
の
分
析
に
従
う
う
ち
に

論
説
「
ス
テ
ュ
ア
!
ト
『
原
理
』
に
お
け
る
貨
幣
制
度
論
」
(
一
九
六
三
l
六
四
年
)
に
第
三
節
「
ハ
リ
ス
の
〔
貨

幣
制
度
〕
改
革
論
」
を
設
け
て
、

『
貨
幣
・
鋳
貨
輪
』
の
第
二
部
の
骨
子
を
約
説
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

『
原
理
』
第
三
編
の
分
析
に
あ

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論



ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

四

て
ら
れ
た
右
の
込
-
誌
は
、
同
時
に
ま
た
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
第
二
部
に
か
ん
す
る
、
こ
ん
に
ち
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
文
献
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

わ
た
く
し
が
こ
ん
ど
か
ろ
う
じ
て
こ
の
古
典
を
訳
出
し
た
こ
と
の
目
的
の
一
半
は
、
そ
の
第
二
部
の
内
容
を

周
知
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
ハ
リ
ス
に
つ
い
て
の
こ
の
「
再
論
」
に
あ
っ
て
は
、
右
の
第
二
部
に
は
き

わ
め
て
わ
ず
か
な
言
及
し
か
行
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
紙
幅
の
制
約
に
も
よ
る
が
、
端
的
・
明
快
な
、
こ
の
部
分
で
の
ハ
リ
ス
の

主
張
は
、
晦
渋
な
ス
テ
ュ
ア

1
ト
の
場
合
と
は
対
照
的
で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
の
訳
文
を
?
っ
じ
て
接
近
す
る
と
き
に
さ
え
、
多
'
く
の
コ

メ
ン
ト
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
@

(

1

)

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
監
修
『
初
期
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
古
典
選
集
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)
の
一
冊
と
し
て
、
や
が
て
刊
行
の
予
定
。
テ
キ
ス

ト
に
は
福
島
大
学
経
済
学
部
図
書
館
所
蔵
の
原
本
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

ハ
2
)

舞
出
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
『
古
典
学
派
の
生
成
と
展
開
』
(
一
九
五
二
年
)
に
発
表
。
の
ち
に
筆
者
著
『
原
始
蓄
積
期
の
経
済
諸
理
論
』
(
一

九
六
五
年
)
に
収
録
。

(

3

)

後
述
。

〈

4
)
Q・し「・〉・

ωロゲロ
S】

U
2
0
p
h
r
H
Dミ
ミ
尽
き
も
吉
弘
司
白
誌
と
3
F
H由
E
M
H】・一
-
g
d司
E
H
D
a
o・
『
国
富
論
』
は
、
そ
の
受
け
る
と
こ
ろ
が
多

か
っ
た
ハ
リ
ス
の
名
を
明
示
し
て
い
な
い
。

(
5
)
Q・し「
-MN-znc己目
o
n
y
b
的司』唱え

S
Sえ
な
苫
。
k.
将
司
、
尽
き
弘

E
P
S
N
h
マ
ミ
な
室
内
巴
遺
書
問
、
町
内
w
g
g
-
H
)
5
p
n
p
H
Y
Hぉ
・
マ
ッ
カ
ロ

ッ
ク
は
、
す
で
に
そ
の
己
目
白
書

3
5去
を

S
Eご
円
。
き
喜
子
同
宮
町
で
右
と
ほ
ぼ
同
文
の
評
価

l
!な
ら
び
に
そ
れ
に
つ
づ
く
解
題
|
ー
を

『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
に
加
え
て
い
る
。
口
同
・
聖
子
司
・

H
a・

(

6

)

の同・

ω門田口戸冊以可同叩
40ロ
♂
何
日
円
F
R
a
の目白片山口
qD
目
白
岡
山
同
町
四
回
三
宮
口
同
宮
山
『
丘
町
司
寄
付
即
日
叩
ロ
0
5
5可
-
z
h同
泊
三
霊
場
、
宮
諸
島
内
ミ
hahh
円。草
l

吉町、町内向苫

hh苫弘、品目

ε河
台
言
正
門
U
S
Hむな
P
E
z
a
-
-
-ぴ
同

出

g

q

E間関目
L
U
ω
H
b・
8
印
・
戸
田
正
雄
訳
、
カ
ン
テ
ィ
ヨ
シ
『
商
業
論
』
、

三
Q
二
ペ
ー
ジ
。
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
の
こ
の
考
証
的
論
説
は
は
じ
め
内
白
書
な
号
、
む
さ
ミ
勾
S
R
5
守
口

E
ミ

5
2
に
掲
載
さ
れ
た
。

ハ
7
)

円い同・』・〉・

ω門
HHロ
BHXW仲良
uqb・
町
民
同
よ
匂
-

M
泊目白・



(

8

)

む
ろ
ん
例
外
は
あ
る
。
た
と
え
ば
好
著
、
同
・
戸
ω
由

J
E
-
-
-
M
1
ε
s
s
ミ
ミ
団
長
向
車
F
q
。
喜
〉
含
一
連
~
則
違
ミ
ご
忌
O
H
(
加
藤
一
夫
訳
、
シ
ユ

ー
ア
ル
『
価
値
論
前
史
』
)
。
シ
ヤ
ハ
ト
や
へ
ツ
ク
シ
ャ

l
の
す
ぐ
れ
た
重
商
主
義
研
究
が
ハ
リ
ス
を
取
扱
わ
な
い
の
は
、
ハ
リ
ス
を
す
で
に
重
商
主

義
に
は
属
し
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
一
個
所
で
ハ
リ
ス
に
触
れ
て
い
る
だ
け
の
巧
-
F
2
4
司
E
-
M
-
F
向
。
、
町
民
音
色
¥
崎
町
叫
町
苫
司
会
内

尽
き
色
遣
叫
3
5
3
も
、
そ
の
副
題
開
口
間
口
田
町
2
0
5
5
K
F
D
Z
岡
町
門
H
2
0
|
可
誌
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ミ
ス
直
前
の
経
済
諸
理
論
に
は
大
き

い
関
心
を
寄
せ
て
い
な
い
。

(

9

)

〉
・
同
・
呂
ロ
ロ
E
p
o
-
-
h
g
町
内
白
ミ
H
F
S
ミ
早
川
、
巴
ミ
入
山
弘
白
書
め
善
弘
H
Y
H
U
M
ω
・

(
叩
)
堀
家
文
吉
郎
「
貨
幣
数
量
説
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ハ
リ
ス
に
お
け
る
熔
暗
」
、
本
文
上
掲
、
二
九
0
ペ
ー
ジ
。

(日
)
ω
町
一
『
即
日
2
ω
門
司
E円
p
h
s
民
事
由
忠
弘
、
旧
宮
H
E
H
F
司
、
司
、
民
R
e
N
b
M
b
」
、
時
三
弘
之
内
白
山
内
向
。
3
口
幸
子
可
申
寸
u

ヴ}内・園・

0
同
自
己
口
叩
可
田
口
仏
g
z
・

(
ロ
)
『
立
教
経
済
学
研
究
』
一
七
ノ
コ
一
ー
ー
四
に
分
載
。
当
の
第
三
節
は
そ
の
付
に
ふ
く
ま
れ
る
。

『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
第
一
部
の
序
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

「
以
下
の
論
文
の
主
要
な
部
分
は
、
幾
年
も
ま
え
に
、
真
に
偉

大
に
し
て
普
徳
を
そ
な
え
た
或
る
人
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
は
、
神
が
も
う
す
こ
し
だ
け
そ
の
生
命
を
永
ら
え
る

こ
と
を
許
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
国
の
た
め
を
目
ざ
し
た
彼
の
爾
余
の
偉
大
な
諸
企
図
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
の
鋳
貨
に
か
ん
し

て
将
来
起
こ
り
う
べ
き
い
っ
さ
い
の
不
満
の
訴
え
を
一
掃
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
規
程
を
つ
く
る
こ
と
を
加
え
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ

(
l〉

ハ
リ
ス
は
一
七
五
七
1

五
八
年
に
出
版
さ
れ
た
そ
の
著
書
を
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
第
一
部
を
、
い
つ
書
い

る
。
」
!
|
|
そ
う
と
す
れ
ば
、

た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

D
・
ヒ
ュ
!
ム
の
『
政
治
論
集
』
(
M
U
D
S
R
Q
N
&
g
S
3
3
)
の
出
版
が
一
七
五
二
年
、

R
・
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
の

『
商
業
論
』
(
同
白
色
句
史
可
N
Q
S
Mど
誌
を

2
3抽
選
時
三
時

s
h臥
ミ
ミ
N
)

の
出
版
が
一
七
五
五
年
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
後
者
が
す
で
に

七
三

0
年
代
の
前
半
に
お
そ
ら
く
は
英
語
で
執
筆
さ
れ
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
稿
が
そ
れ
か
ら
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
、

へ
ン
リ
・
ヒ
ッ
グ
ス

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

五



。コ
考
証

従三
7 ゥ
とゼ
すフ
れ・

ば27
ス
再
論

ノ、

『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
執
筆
の
時
期
の
推
定
|
|
確
定
は
不
可
能
と
し
て
も
|
|
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

直
前
に
お
け
る
経
済
学
に
つ
い
て
の
学
史
的
理
解
に
対
し
て
重
要
な
鍵
を
提
供
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

堀
家
文
士
口
郎
教
授
は
前
掲
の
論
説
の
な
か
で
ユ
ニ
ッ
ク
な
推
論
を
こ
こ
ろ
み
、
こ
の
古
典
が
書
か
れ
た
の
は
「
お
そ
ら
く
:
:
:
一
七
四

〈

3
〉

五
年
以
前
で
あ
ヲ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
教
授
の
一
不
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ

こ
に
引
い
た
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
第
一
部
の
序
は
、
そ
の
前
に
献
呈
の
詞
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
リ
チ
ャ

l
ド
・
ア
ラ
ン
デ
ル
殿

に
ー
ー
ー
そ
の
偉
大
な
真
価
と
能
力
と
に
対
す
る
尊
敬
の
証
と
し
て
、
ま
た
そ
の
長
年
に
わ
た
っ
て
与
え
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
恩
顧
の
印
に

対
す
る
感
謝
の
表
明
と
し
て
、
こ
の
論
説
を
献
呈
す
る
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
序
に
見
た
「
真
に
偉
大
に
し
て
菩
徳
を
そ
な
え
た
或

る
人
」
は
リ
チ
ャ
!
ド
・
ア
ラ
ン
デ
ル
と
推
定
し
た
い
、
と
と
ろ
で
こ
の
ア
ラ
ン
デ
ル
は
一
七
三
七
|
四
五
年
の
期
間
造
幣
局
長
官
に
在

任
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
ハ
リ
ス
は
ア
ラ
ン
デ
ル
の
在
任
中
に
こ
れ
に
示
そ
う
と
し
て
執
筆
を
行
っ
た
と
し
た
い
か
ら
、

『
貨
幣
・
鋳

貨
論
』
は
「
す
く
な
く
と
も
刊
行
年
よ
り
十
ニ
年
を
遡
っ
て
、
〈
そ
の
主
た
る
部
分
は

V
一
七
四
五
年
に
は
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
」
:
・
。
そ
う
し
て
こ
の
推
論
に
よ
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
ヒ
ュ
i
ム
↓
ハ
リ
ス
の
継
承
関
係
は
ま
っ
た
く
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
推
論
は
、
右
の
献
詞
に
あ
る
リ
チ
ャ
i
ド
・
ア
ラ
ン
デ
ル
と
、
お
な
じ
く
序
に
あ
る
「
或
る
人
」
と
を
同
一
人
だ
と
す
る

誤
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
リ
チ
ャ

l
ド
・
ア
ラ
ン
デ
ル
は
一
か
岳
加
わ
ま
で
、
す
な
わ
ち
当
の
古
典
の
刊
行
後
ま
で
、
生
存
し
て
い
た

(
4〉

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
序
に
「
神
が
も
う
す
こ
し
だ
け
そ
の
生
命
を
永
ら
え
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
」
云
々
の
表
現
は
、

こ
の
人
物
に
対
し
て
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ラ
ン
デ
ル
の
造
幣
局
長
官
在
任
の
年
代
と
『
貨
幣
・
鋳
貨

論
』
執
筆
の
時
期
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
!
i
l
む
ろ
ん
、
遇
然
に
そ
れ
が
重
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ

り
う
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。



そ
こ
で
、
こ
の
執
筆
時
期
の
確
定
な
い
し
推
定
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、

『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
が
ほ
ぼ
同
時
代
の
文
献
の
う
ち
の
何
か
ら

の
継
承
の
痕
跡
を
示
し
何
へ
の
継
授
の
事
実
を
示
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
立
証
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

こ
の
立
証
の
結
果
も
ま
だ
わ
れ
わ
れ
を
十
分
に
満
足
さ
せ
て
は
く
れ
な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
比
較
で
き
ま
た
推
定
で
き
る
事

実
と
し
て
は
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

ヒ
ュ

l
ム
の
『
政
治
論
集
』
に
ハ
リ
ス
は
言
及
し
て
い
な
い
。

〈

5
)

ス
ミ
ス
の
時
代
の
経
済
学
論
争
に
、

第
一
。

『
国
富
論
』
が
決
着
を
つ
け
る
か
た
ち
と
な
っ
た
、
ア
ダ
ム

ハ
リ
ス
は
す
く
な
く
と
も
明
示
的
に
は
参
加
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、

ハ
リ
ス
の
著

書
に
お
け
る
貨
幣
数
量
説
が
、
ヒ
ュ

i
ム
の
そ
れ
に
対
し
て
、
同
時
代
性
と
も
い
え
る
も
の
を
共
有
し
つ
つ
も
対
立
点
を
持
っ
て
い
た
こ

と
を
省
み
る
か
ぎ
り
、
む
し
ろ
、
高
い
世
評
を
生
ん
だ
『
政
治
論
集
』
を
ハ
リ
ス
が
読
ま
な
か
っ
た
こ
と
(
読
ん
で
い
た
ら
そ
れ
に
対
す

る
な
ん
ら
か
の
態
度
が
示
さ
れ
た
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る
)
、
す
な
わ
ち
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
第
一
部
が
一
七
五
二
年
以
前
に
書
か
れ

た
こ
と
を
、
推
測
さ
せ
る
。
そ
れ
に
ま
た
、

の
ち
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
社
会
的
分
業
の
展
開
に
つ
い
て
の
ハ
リ
ス
の
モ
デ
ル
は
、
あ
き

ら
か
に
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ウ
の
そ
れ
に
親
近
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
モ
デ
ル
と
い
う
よ
り
も
平
面
的
モ
デ
ル
と
い
う
性
格

が
つ
よ
く
、

」の古川、

ヒ
ュ

I
ム
が
樹
立
し
ス
テ
ュ
ア

i
ト
が
批
判
的
に
継
承
し
ス
ミ
ス
が
克
服
し
た
よ
う
な
、

理
論
的
で
は
あ
り
な

ず
り
同
時
に
歴
史
的
で
あ
り
・
ま
た
人
口
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
・
い
わ
ゆ
る
推
理
的
経
済
史
と
は
こ
と
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
そ
の
骨

〈

6
)

段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ハ
リ
ス
は
ヒ
ュ

l
ム
の
先
人
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
つ
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
。
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
の
『
商
業
論
』
の
内
容
を
ハ
リ
ス
が
知
っ
て
い
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
前
記
の
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
は
『
貨
幣
・
鋳

貨
論
』
の
第
一
部
第
一
章
に
つ
い
て
、

「
不
幸
に
も
こ
の
章
は
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
か
ら
の
文
言
の
選
集
を
ほ
と
ん
ど
越
え
な
い
も
の
で
あ

る

(
こ
の
章
に
は
)
〈
土
地
と
労
働
と
が
相
と
も
に
あ
ら
ゆ
る
富
の
源
で
あ
る
〉
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

『
商
業
論
』
王
八
ペ
ー
ジ
か

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

七



ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

i¥ 

ら
の
三
倍
の
レ
ン
ト
の
説
が
あ
る
。
ま
た
前
述
の
よ
う
な
時
計
の
バ
ネ
の
例
が
あ
る
。
(
円
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
第
一
部
の
)
第
八
項
に
は
、

や
信
任
に
依
存
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ろ
が
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
も
っ
と
も
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
か
た
が
た
、

の
ち
に
ス
ミ
ス
の
引
用
し
た
、
土
地
と
労
働
と
の
平
価
の
理
論
が
あ
る
。
第
一

O
項
で
ほ
、
賃
銀
の
相
違
は
必
要
と
さ
れ
る
危
険
や
熟
練

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
カ
ン
-
ア
イ
ロ
ン
の
一
言
葉
ど
お
り
で
丸
一
向
L

と
述
べ
た
。

こ
の
指
摘
は

『
商
業
論
』
の
公
刊
以
前
に
そ
の
原
稿
の
内
容
が
知
ら
れ
て
い

た
こ
と
の
可
能
性
が
、
つ
づ
い
て
述
べ
る
よ
う
に
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
の
諸
著
作
に
即
し
て
十
分
に
推
測
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、

幣
-
鋳
貨
論
』
の
執
筆
年
代
は
、
大
き
く
遡
っ
て
『
商
業
論
』
の
英
文
原
稿
の
成
立
の
時
期
で
あ
る
一
七
コ

δ
年
代
の
札
判
、
な
い
し
は 『

貨

カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
が
不
慮
の
死
に
遭
っ
た
一
七
三
四
年
の
直
後
を
、
そ
の
上
限
と
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
、
ヵ
ン
テ
ィ
ロ

円

9
)

ン
↓
ハ
リ
ス
の
継
承
説
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
い
わ
ば
定
説
で
あ
る
。

第
三
。
し
か
し
面
倒
な
こ
と
に
、

M
・
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
が
一
か

p
p争
以
来
、
そ
の
諸
著
作
で
い
っ
そ
う
明
白
か
つ
広
汎
に
カ

『
商
業
論
』
の
原
稿
が
人
々
に
読
ま
れ
て
い
た
と
い
う
推
測
は
こ
の
事
実
に
も
と
づ
く
も

の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ぞ
う
し
て
こ
の
事
実
は
、
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
に
対
す
る
ハ
リ
ス
の
関
係
を
ボ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
に
対
す
る
ハ

ン
テ
ィ
ロ
ン
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

リ
ス
の
関
係
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
↓
ヒ
ッ
グ
ス
に
よ
っ
て
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
へ
の
依
存
が
証

一
目
さ
れ
る
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
の
諸
著
の
、
コ
ち
、

『
貨
幣
・
鋳
賞
論
』
第
一
部
と
刊
行
年
を
お
な
じ
く
す
る

。唱、hhNH
切
三
時
白
刊
誌
、

h
N
3
h同

師、h町
内
さ
と
均
三
H
Q
S
.句
円
ロ
ミ
§
ミ
ミ
ミ

S
H
S、S
N

と
の
こ
著
は
除
く
と
し
て

(
た
だ
し
こ
の
後
者
は
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
第
二
部
で
批
判

の
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
)
、

一
七
四
九
年
刊
行
の
与
九
宮
市
ミ
h
H
S
a
s
s

句、N
Q
5
8同

S
h
N
S
L守
口
可

H
h
S
Q
ミ
.
N
F
司
ど
お
な
町
立
と

門
出
比
円
九
十
九
円

V3hH司
、
冷

¥.N1Q門
出
向

Q3hN
円
己
噌

aH3h川
司
、
門
司

で
は
、

円
商
業
論
』

は
と
く
に
そ
の
第
三
編
が
詳
細
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

し

か
も
こ
の
編
と
ハ
リ
ス
と
の
特
別
な
か
か
わ
り
は
見
い
だ
し
が
た
い
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
づ
い
て
一
七
五
一
年
お
よ
び
一
七
五
五
年
に
刊



行
さ
れ
た
二
巻
の
『
商
業
総
辞
典
』

(

U

J

言

ミ
忠
実
認
、
h
s
N

円
一
山
)

hN
片
足
。
3
h
寄
与
は
、
さ
き
に
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
の
指
摘
と
し
て
引
用
し
た
と
こ
ろ

の
、
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
か
ら
ハ
リ
ス
へ
継
受
さ
れ
た
と
い
う
五
つ
の
論
点
、
す
な
わ
ち
、
富
の
源
は
土
地
と
労
働
と
に
あ
る
と
い
う
主
張
、

三
倍
の
レ
ン
ト
の
説
、
時
計
の
パ
ネ
の
例
、
土
地
と
労
働
と
の
平
価
の
理
論
、
賃
銀
の
相
違
の
原
因
の
指
摘
等
を
、
と
と
ご
と
く
明
瞭
に

ふ
く
む
の
で
あ
る
。

第
四
@
そ
れ
な
ら
、

ハ
リ
ス
は
守
は
り
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
を
経
由
し
て
間
接
に
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
に
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
し
た
が
っ
て
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
執
筆
は
『
商
業
総
辞
典
』
第
一
巻
の
刊
行
年
で
あ
る
一
七
五
一
年
の
直
後
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
う
論
断
す
る
こ
と
は
早
計
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
右
の
五
つ
の
論
点
の
う
ち
、
三
倍
の
レ
ン
ト
の

説
だ
け
が
第
一
巻
(
円

S
F
の
項
)
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
を
除
け
ば
、
他
の
四
つ
の
論
点
は
み
な
第
二
巻

Q
$
2吋

の
項
)
に
ふ
く
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
第
二
巻
の
刊
行
さ
れ
た
一
七
五
五
年
は
、

『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
刊
行
の
「
幾
年
も
ま
え
」
と
は
い
い
が
た
い
か

ら
で
あ
る
。

第
五
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
ジ
ェ
グ
オ
ン
ズ
の
考
証
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ハ
リ
ス
は
右
の
五
つ
の
論
点
の
い
く
つ
か
に
お
い
て

実
際
に
は
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
か
ら
も
ま
た
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
か
ら
も
独
自
な
距
離
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
か
ぎ
り
そ
こ
に
、

カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
↓
ハ
リ
ス
な
い
し
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
エ
イ
ト
↓
ハ
リ
ス
の
直
接
の
継
受
の
事
実
を
断
定
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
困
難
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
富
の
源
の
論
は
ペ
テ
ィ
か
ら
の
継
受
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

ハ
リ
ス
の
理
論
的

「
た
い
て
い
の
生
産
に
あ
っ
て
は
労
働
は
最
大
の
貢

献
を
果
た
す
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
の
価
値
は
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
価
値
を
規
制
す
る
主
要
な
標
準
だ
と
見
な
す
べ
き
で
あ
〈
M
U
と
い
う
こ

帰
結
で
は
、
も
う
一
つ
の
論
点
で
あ
る
土
地
と
労
働
と
の
平
価
の
問
題
に
お
い
て
、

と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
帰
結
は
は
る
か
に
ロ
ッ
グ
に
呼
応
し
つ
つ
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
↓
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
の
帰
結
と
ば
か
な
り

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

九



ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

。

の
距
り
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
三
倍
の
レ
ン
ト
の
説
は
、
ボ
ッ
ス
ル
ス
ウ
エ
イ
ト
と
ハ
リ
ス
と
が
と
も
に
い
う
よ
う
に
「
イ
ギ
リ
ス
で
は
ふ

(ロ)

つ
う
の
意
見
」
で
あ
り
「
ふ
つ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
↓
ハ
リ
ス
な
い
し
ポ
ッ
ス
ル

ス
ウ
ェ
イ
ト
↓
ハ
リ
ス
の
継
承
関
係
を
こ
れ
に
よ
っ
て
論
断
す
る
こ
と
は
ま
だ
冒
険
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
あ
と
の
ほ
う
の
継
承
関
係
に

つ
い
て
い
え
ば
、
上
述
の
よ
う
に
、
右
の
三
倍
の
レ
ン
ト
の
説
ど
け
が
、
当
面
の
五
つ
の
論
点
の
う
ち
『
商
業
総
辞
典
』
の
第
一
巻
に
ふ
く

ま
れ
る
唯
一
の
も
の
な
の
で
あ
る
@
さ
ら
に
質
銀
の
相
違
の
原
因
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
は
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
(
お
よ
び
ポ
ッ
ス

ル
ス
ウ
エ
イ
ト
)
と
ハ
リ
ス
と
の
説
明
の
あ
い
だ
に
、
ジ
エ
ヴ
オ
ン
ズ
の
い
う
よ
う
に
ハ
リ
ス
の
側
に
「
ほ
と
ん
ど
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
の
言

葉
ど
お
り
」
の
継
受
が
あ
る
と
は
判
断
し
な
い
。
熟
練
と
危
険
と
信
任
と
を
賃
銀
の
相
違
の
原
因
と
す
る
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
た
理
論
家
だ

っ
た
ハ
リ
ス
に
と
っ
て
独
自
に
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
し
か
も
ハ
リ
ス
は
、
職
人
に
な
る
べ
き
「
子
供
の
支
度
の
費
用
と
見
習
期
間

「
開
業
費
」
ゃ
、
さ
ら
に
才
能
お
よ
び
信
頼
に
加
え
て
「
リ
ベ
ラ
ル
・
エ
デ
ュ
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
専
門
職
業
」

(臼〉

の
報
酬
等
、
ヵ
ン
テ
ィ
ロ
ン
の
触
れ
な
か
っ
た
も
の
へ
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
表
現
も
し
た
が
っ
て
当
然
に
そ
れ

の
費
用
」
ゃ
、

ぞ
れ
独
自
な
の
で
あ
る
。

-

i

そ
う
し
て
、
残
る
時
計
の
バ
ネ
の
例
(
ハ
リ
ス
で
は
脚
注
)
は
片
々
た
る
事
柄
に
す
ぎ
な
い
。

『
貨
幣
・

鋳
貨
論
』
第
一
部
の
序
は
旧
稿
が
仕
上
げ
に
あ
た
っ
て
手
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
比
一
一
末
な
一
例
に
つ
い
て
は

そ
れ
が
こ
の
仕
上
げ
の
際
に
『
商
業
総
辞
典
』
の
第
二
巻
か
ら
(
な
い
し
寝
技
に
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
の
刊
行
本
か
ら
)
採
ら
れ
た
と
い
う
可

能
性
は
残
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
べ
つ
だ
ん
学
史
的
な
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
わ
た
く
し
の
推
論
は
、

『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
執
筆
時
期
を
い
ち
お
う
一
七
五
二
年
以
前
に
置
き
な
が
ら
も
右
の
「
以
前
」

の
上
限
を
!
l
l
こ
こ
ま
で
の
検
討
で
は
1
1
1確
定
し
え
ず
、
ま
た
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
、
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
エ
イ
ト
、

ハ
リ
ス
の
三
者
の
継
承
関

係
に
つ
い
て
も
、
前
二
者
の
あ
い
だ
の
明
瞭
な
関
係
を
確
認
し
た
こ
と
を
除
い
て
、
決
定
的
な
も
の
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ



た
@
こ
の
か
ぎ
り
で
わ
た
く
し
は
定
説
を
む
し
ろ
後
退
さ
せ
た
に
と
ど
ま
っ
た
わ
け
で
あ
り
、

に
即
し
て
経
済
学
の
淵
源
i
ー
そ
の

、
、
、
、
、
、

ま
た
、
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
が
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン

(HH〉

「
国
籍
」
!
ー
を
採
ろ
う
と
し
た
こ
こ
ろ
み
に
疑
惑
を
提
出
し
た
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が

わ
た
く
し
の
こ
う
い
う
、
む
じ
ろ
問
。
印
己

S
門
口
叩
聞
と
言
に
帰
結
し
た
推
論
は
、
他
面
、
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
の
正
統
的
な
展
開
の
な
か
に

ハ
リ
ス
が
そ
の
座
を
占
め
て
い
る
と
す
る
判
断
と
結
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
そ
の
か
ぎ
り
積
極
的
意
義
を
求
め

ょ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

(
1
〉
と
い
う
の
は
、
第
二
部
の
序
は
第
二
部
が
む
し
ろ
書
き
お
ろ
し
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
2
)
Q・
問
。
ロ
弓
同
日
間
四
回
・
口
町
四
回
ロ
仏
軍
4
C
門町
O
同月山内

za。
s
s
-
o
p
宅・

ω∞
ωiω
∞
子
宮
同

aa---S
勾・
(
4
5
N
門科目白
2
r
c
p
門
戸
(
後

注
8
)
を
も
あ
わ
せ
て
参
照
。
ヒ
ッ
グ
ス
は
つ
づ
い
て
、
『
商
業
論
』
の
英
語
版
が
出
版
さ
れ
て
い
た
と
い
う
説
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
対
し
て
は
疑

問
を
示
し
て
い
る
。
な
お
『
商
業
論
』
に
つ
い
て
は
、
高
橋
誠
一
郎
『
古
典
西
洋
経
済
審
解
題
』
の
付
録
ニ
を
見
よ
。

(
3〉
以
下
、
堀
家
、
前
掲
、
二
八
九
、
二
九
一
、
二
九
五
ペ
ー
ジ
。

(

4

)

同以内之口語白、い官。
h
.
3
白血帆

S
Q
N
E
aミ
豆
、
に
よ
れ
ば
、
ア
ラ
ン
ヂ
ル
家
(
〉
片
言
昆
己
的
)
は
エ
ド
ワ
ー
ド
一
一
一
世
以
来
、
吋
足
立
門
司
の
ア
ラ
ン
デ

ル
家
と
し
て

F
E
Z
g
m
の
南
の

Z21守
口
教
区
に
定
住
し
、
ヘ
シ
リ
八
世
の
時
代
の
サ
l
・
ジ
ョ
ン
以
後
し
だ
い
に
繁
栄
し
て
名
門
と
な
っ
た

が
、
第
四
代
男
爵
ジ
ョ
ン
が
一
七
六
八
年
に
没
し
て
か
ら
家
跡
が
絶
え
た
。
こ
の
最
後
の
ジ
ョ
ン
の
叔
父
が
当
の
リ
チ
ャ

1
ド
・
ア
ラ
ン
デ
ル
で
あ

っ
て
、
国
会
議
員
、
宮
廷
財
政
記
録
係
、
土
木
検
査
官
、
造
幣
局
長
官
、
大
蔵
省
委
員
等
を
経
て
、
一
七
五
九
年
に
子
孫
を
残
さ
ず
に
没
し
た
。
堀

家
教
授
は

ω可
旬
。
冨
の

S
F

叫

J
Fぬ

~-hN
ミ
-
b
M
H
叫
に
ロ
ミ
ミ

S
同
同
も
お
札
口
芯

~
f
h
a
H
・
守
口
遺
品
・

b
-
N句
可

H
q
N
U
A
H白
w

呂
田
か
ら
守
・

N
N
3
、
こ

の
人
物
の
造
幣
局
長
官
で
あ
っ
た
期
間
を
検
出
さ
れ
た
が
、
著
者
ク
レ
イ
グ
は
こ
の
人
物
の
没
年
を
示
し
て
い
な
い
。

(

5

)

わ
た
く
し
の
『
経
済
学
の
形
成
時
代
』
(
初
版
一
九
六
一
年
〉
は
こ
の
論
争
を
分
析
し
て
い
る
。

(

6

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
右
お
よ
び
筆
者
著
『
国
富
論
体
系
の
成
立
』
(
一
九
七
三
年
〉
を
見
よ
。
推
理
的
経

J

浜
史

(
n
g守口
Z
E
]
叩
nog-

ヨ山口

E
m
H
R
U
U

の
語
は
開
・
〉
-
M
-

一宮町口出
O
P
H
》喝、
a
R
8
8
2
ミ
k

立
白
書

E
N
R
P
-
巴
ω
ア
日
y
N
H
日
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
り
戸
間
色
仏

ω
円
四
者
目
立
"
〉
nncロロ件。同
H
V
叩
口
同
四
国
同
岡
山
詞
丘
己
ロ
岡
田
由
同
〉
a
m
F
H
H
H
ω
H
E
S
F
H
J
H
)
・
5
吋
F
h
S
口、思白色
H
.
k
E
ミ
詰
め
喜
弘
HMw-md『
C
目的
-w

z
z
l
H∞H
N
-
4
0
-
-
F
-
Y
怠
聞
に
お
け
る

M
1
p
h
己
主
叫
片
品
目
。
円
。
s
h
R宮
、
と
屈
託
。
ミ
~
自
由
u
h
匂
門
司
由
回
目
。
ロ
耳

E
n
v
g
z
n
F
a
g
-
U
8
2可

5
R
i

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論



ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

q
E
H門的

g
g
D山
口
四
項
目
H
V
S由
件
。
問
見
白
HH需
品
目
同
町
弘
之
ミ
ア
mw回
巾

BH)-DM可角川門同げ
M1
玄
円
・
出
口

g
p
白
ロ
仏
当
日
阿
君
げ
と
印
O
B叩間一円
g
n
F
当司
M
g
B

E
4
0
円
即
日
目
白
門
回
同
九
的
問
。
弘
、
時
見
昌
弘
同
口
昌
司
な
・
と
い
う
表
現
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
ジ
ョ
ン
ス
ン
は
そ
の
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
分
析

に
お
い
て
、
推
理
的
経
済
史
と
い
う
方
法
は
ヒ
ュ

i
ム
お
よ
び
広
汎
に
は
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
に
よ
っ
て
す
で
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
わ
た
く

し
が
こ
こ
で
こ
の
語
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
そ
れ
を
ヒ
ュ

l
ム
↓
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
、
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
は
除
外
す

る
。
そ
の
理
由
は
、
自
由
な
農
民
の
社
会
を
想
定
し
て
、
そ
こ
で
の
生
産
者
の
勤
労
公
邑
g
R
M
O
の
発
現
が
社
会
的
剰
余
を
生
じ
、
こ
の
剰
余
が

工
業
人
口
を
分
出
さ
せ
、
と
う
い
う
農
工
分
離
の
過
程
が
商
品
生
産
の
展
開
で
あ
り
最
適
人
口
の
実
現
で
あ
る
と
い
う
、
歴
史
的
理
論
的
モ
デ
ル

は
、
『
国
富
論
』
体
系
の
出
発
点
に
あ
る
「
商
業
的
社
会
」
(
口
0
5
5
2
2巳
8
己
2
3
の
概
念
の
成
立
に
直
接
に
つ
な
が
る
、
原
始
蓄
積
過
程

の
理
論
的
モ
デ
ル
と
し
て
、
ヒ
ュ

l
ム
↓
ス
テ
ュ
ア

i
ト
に
の
み
独
自
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
著
『
経
済
学
の
形
成
時
代
』
、
前
掲
、
第

一
、
第
三
章
を
見
よ
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
く
し
の
こ
こ
で
の
用
語
法
は
便
宜
的
な
も
の
に
止
ま
る
。

(
7
)
ω
・
な
4
0
D
P
も
・
円
む
よ
℃
・
ω
日
日
・
こ
の
文
章
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
注
記
を
し
て
お
き
た
い
。

H
「
土
地
と
労
働
と
が
あ
ら
ゆ
る
富
の
源
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
は
、
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
第
一
部
第
一
項
の
頭
注
(
と
の
本
で
は
頭
注
は
す
く
な
く
、
大
き
い
意
義
も
な
い
)
で
あ
る
が
、
『
商
業

論
』
は
そ
の
冒
頭
で
土
地
を
富
の
源
、
労
働
を
富
の
生
産
の
形
式
で
あ
る
と
述
べ
、
両
著
の
表
現
は
か
な
り
の
相
違
を
持
つ
。
同
三
倍
の
レ
ン
ト
の

説
と
は
、
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
で
は
「
借
地
農
は
一
般
に
土
地
の
生
産
物
の
三
分
の
二
を
得
る
。
そ
の
一
は
彼
ら
の
費
用
を
つ
ぐ
な
い
彼
ら
の
手
伝
い
人

を
養
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
は
彼
ら
の
事
業
の
利
潤
と
な
る
。
:
:
:
土
地
所
有
者
は
ふ
つ
う
彼
の
土
地
の
生
産
物
の
三
分
の
一
を
得
る
」

(の

S
E
E
P
岡崎旬白
F
O
H
V
・
2
了
召
-
b
iお
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
日
時
計
の
パ
ネ
の
例
と
は
、
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
で
は
、
「
イ

ギ
リ
ス
製
の
懐
中
時
計
を
制
御
し
て
い
る
上
等
な
鋼
鉄
の
パ
ネ
」
の
価
格
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
原
料
と
労
働
と
へ
の
帰
属
分
の
比
例
は
一
対
一

O

O
万
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り

GEN--
百

-
N
S
、
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
第
一
部
は
こ
れ
と
同
様
の
叙
述
を
第
二
項
の
脚
注
と
し

て
い
る
。
側
『
貨
幣
・
鋳
賃
論
』
第
一
部
で
『
土
地
と
労
働
と
の
平
怖
の
理
論
』
と
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
の
呼
ぶ
も
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
第
八
項
は
『
商

業
論
』
で
は
第
一
線
第
十
一
章
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
か
ら
引
用
し
て
い
る
(
『
諸
国
民
の
富
』
目
『
国
富
論
』
岩
波
文
庫
、
第
一
分
冊

二
二
七
ペ
ー
ジ
)
。
国
賃
銀
の
相
違
云
々
に
つ
い
て
は
、
『
商
業
論
』
第
一
一
編
第
八
章
と
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
第
一

C
墳
と
が
対
比
さ
れ
る
が
、

の
ち
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
両
者
の
説
明
は
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
独
自
で
あ
り
、
後
者
が
前
者
に
密
着
し
て
い
る
と
い
う
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
の
理
解
は

う
な
ず
け
な
い
。



ぐ
∞
)

C
f. 

1evons
，

 op. 
cit.

，
 p. 
359 

with Higgs
l

 note. 

(0)) 
"-!心'ば.~'

D. 
Vickers

，
 Studies 

in 
the 

theory 
of m

o
n
e
y
 
1
6
9
0
-
1
1
7
6，

 1959
，
 P. 

185 with note 
;
 A. 

E
，
 Stad

1i
n
，

 Di
e
 

Entwicklung der 
Quantaiftstheo

γ
ie 

von 
Cantill

抑
制
zd

H
u
m
e
 bis 

Ricardo，
 1954

，
 S. 

39.
宅く
2長田iiF沢，

~~車窓，
V
 1
 ~ ->;-'ヱヰ

iι
・

(:=:) 
M
a
l
a
c
h
y
 Post1ethwayt

，
 Th
e
 unive

γsal 
dictionary of trade a

n
d
 c

o
m
m
e
γce，

 translated f
r
o
m
 the French of the 

celeb-

ratad 
M
o
担
sieur

S
a
v
a
r
y，…

with 
la

γg
e
 additions a

n
d
 improvement incorporated 

th
γoughout 

the 
whole 

w
o
r
k，

 wh
i
c
h
 

m
o
r
e
 particularly 

acco
刑
m
o
d
a
t
e
the 

s
a
m
e
 to 

the 
trade a

n
d
 navigation 

of these 
k
i
n
g
d
o
m
s，

 an
d
 the laws. 

customs
，

。
托
d

usage，
 to

却
hich

all 
tsaders 

a
γe

 subject，
 vol
，
 1
，
 1751

，
 vol 

n
，
 1755. 

~
)
G
!怖
と
斗

:!:!G
今0
G
紙
記
話
:
長
崎
z

、，
身
、
ャ
ム
三
ミ
・
て
-

'~;-， '1-WB<<ぷ
冶
m
;
心
与
ひ
oth'

け
り
ゃ
:
巴
引
終
'
1
ß

!f語系殺事詩...>Jおの。
Jと，，-!v....):!:!~)G

尽
単
-
W
'

11鍵
4く
が
回
明

E恕
~
吋
'
~
~
1
民
器
時

15-
1
く
紗
図

刊
E塩
~
:
総
拾
い
の
リ
ベ
)

~長千ノお\J"-!
(ぎ~*甲

G
.w
G
竺
ト
ャ
糸
口
1
'
-
'
<
-
会
寸
)
。

(
口
)

J. 
Harris. 

A
n
 essay 

upon m
o
n
e
y
 a
n
d
 coins

，
 op. 

ci
t.， 

part 
1
，
 P. 

9. 

(
~
)
 
C
f. 

Postlethwayt
，

 Universal dictionary. 
op ci

t.， 
vo

l. 
1，

 p. 
463 

:
 J. 
Harris

，
 ibid.

，
 part 

1，
 p. 

3. 

(
出
)

D
f. 
J. 

Harris
，

 ibid.
，
 part 

1
，

 p. 
13 

(sect. 
10)

，
 

(ごわ
曜時

E脅か
G

1回
線
J
G

l!@:~国土-i>'
'~;-，叶ト骨入"1'\ヲミ伶，t(

"-!.Lú小'1:!:!*l1-緩や
ω
ニ
。
特

45縄
G
~
f
ι
G
~
話
鰻
竺
~
G
U

...>J-wlば
綿
布
\
J
~
t
(
l
~

今
~
t
(
、
小
寺
己
'
お
~
'
糊
司
甲

j際
1

1'\11---
~
ト
ー
占

『田正割
A

G
回
器
提
!
1
0
ニ
ド
J
(
K
:
回
線
地
・
も
土
季
限
~
!
港

『
蝋
*
'
州
縦
G
æ
~
悪
日
韓
矧
Æ'

1
・民
fく〈

社，
\主主~)

~てJ~か
匹
。

1 1 
l 

『
担
錠
・
結
晶

11堅~
G
践
!
詰
「
恒
輔
・
担
笹
・
健
脚
Q
間前~J

~' ~
G
掠
!
絡
「
細
心
極
鰍
心

Q
記
恒
4
早賎心:.2

0
ニド」

(
O
f
 
the n

a
t
u
r
e
 a

n
d
 origin 

of 
w
e
a
l
t
h
 a

n
d
 c
o
m
m
e
r
c
e
)
斗
~
:
.
¥'--" 

~
咽
=
恒

oElG
+
t
甑
G
4
司
存
会
♂
2
L
ム
~
\
'
-
-
"
憧
屯
母
{
制

-
-
~
J
~
為
え

::::-K
:
.
2
兵
士
的
「
短
事
*
J
G
糊
+
t
~
制
世
十
時
的
一
一
-G

睡眠摺Ifltl
G
~
題
材
宕
図
h
l
~
早
朝
斗
*
ム
ú
;
y

~
J
G

腿miE摺Ifltl
G

-以
m

-j:'\~
t
、
.
く
=
-
K

}H!::縄
1 1 

1 
1 



ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

四

成
熟
段
階
に
外
国
貿
易
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
、
国
民
的
富
が
商
品
生
産
の
展
開
の
程
度
に
依
存
し
、
こ
の
展
開
が
自
由

な
労
働
(
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
)
の
発
動
に
支
え
ら
れ
し
た
が
っ
て
自
由
な
制
度
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
叙
述
が
閉
じ
ら
れ
る
。

1

1
こ
の
章
を
械
す
一

λ
の
詰
項
は
、
右
の
順
序
を
示
し
つ
つ
、
以
下
の
六
つ
の
節
に
分
け
て
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
@

つ
い
て
。
そ
れ
は
何
か
。
ま
た
何
に
存
す
る
か
に
二
、
「
物
の
価
値
は
ど
の
よ
、
コ
に
し
て
測
ら
れ
る
か
己
一
二
、
「
労
働
の
価
格
は
あ
ら
ゆ

一
、
「
守
固
に

る
物
の
価
値
を
規
制
す
る
主
要
な
標
準
(
目

S
E
R
e
で
あ
る
。
」
四
、

「
取
引
ま
た
は
商
業
」
|
|
l
こ
の
節
は
、
「
職
業
の
特
化
の
有
用

性」

-
「
商
人
の
有
用
性
」

-
「
外
国
貿
易
に
つ
い
て
」
と
い
う
小
見
出
し
で
諸
項
を
く
く
っ
て
い
る
1
1
0
五、

「
国
民
の
相
対
的
な

豊
か
さ
な
い
し
富
に
つ
い
て
。
L

六
、
「
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
は
富
の
源
で
あ
り
、
良
い
秩
序
は
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
の
涼
で
あ
る
。
公
共
心
(
宮
ず
i

-
山
口
田
沼
町
ユ
円
)
は
国
民
の
威
大
と
幸
福
と
が
、
帰
聞
き
出
す
大
き
い
泉
で
あ
る
。
」

『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
全
編
の
展
開
は
、
経
済
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
基
本
的
観
念
の
上
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
リ
ス
は
「
道

を
聞
い
て
事
物
を
そ
の
第
一
の
真
実
な
原
理
の
上
に
い
っ
そ
う
し
っ
か
り
据
え
る
た
め
に
は
、
富
と
商
業
と
に
つ
い
て
の
一
般
的
考
察
を

(

1

)

 

行
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
第
一
章
の
主
題
に
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
う
い
う
基
本
的
観
念
が
、
も
は

や
通
俗
的
な
重
商
主
義
の
も
の
で
は
な
く
、
い
ち
じ
る
し
く
ス
ミ
ス
的
世
界
に
|
|
商
品
の
本
質
の
洞
察
と
い
う
点
で
は
む
し
ろ
ヒ
ュ
!

〈

2
)

ム
や
ス
テ
ュ
ア

l
ト
を
越
え
て
1
l
l
接
近
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
推
測
を
許
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

事
実
、
『
貨
幣
・
鋳

貨
論
』
の
第
一
部
第
一
章
は
、
そ
れ
に
接
続
す
る
第
二
挙
「
貨
幣
お
よ
び
鋳
貨
に
つ
い
て
」

分
、
す
な
わ
ち
貨
幣
の
起
源
の
説
明
を
こ
れ
に
合
わ
せ
れ
ば
、

(
2
5
B
3・
8
Q
g
-
E
)
の
最
初
の
部

『
国
富
論
』
の
導
入
部
を
最
も
つ
よ
く
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

は
た
ら
き
の
つ
よ
さ
は
同
時
代
の
い
か
な
る
文
献
に
も
そ
の
比
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
意
味
で
は
ハ
リ
ス
は
、
カ
ン
テ

ィ
ロ
ン
か
ら
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
よ
り
も
は
る
か
に
多
ミ
ス
ミ
ス
へ
の
影
響
を
示
し
て
い
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。



当
面
の
第
一
章
の
冒
頭
を
な
す
ハ
リ
ス
の
富
源
論
、

「
土
地
と
労
働
と
が
あ
ら
ゆ
る
富
の
源
で
あ
る
」

(
前
掲
)
と
い
う
観
念
と
そ
の

展
開
と
に
つ
い
て
ほ
、
従
来
の
諸
研
究
と
の
重
複
を
避
け
て
、
こ
こ
で
は
分
析
の
対
象
と
し
な
い
。
た
だ
、
富
の
源
に
つ
い
て
の
土
地
と

労
働
と
の
ニ
元
論
は
、
た
ん
に
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
、
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
エ
イ
ト
、

ハ
リ
ス
の
三
者
の
世
界
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
ポ
ッ
ス
ル

ス
ウ
ェ
イ
ト
が
そ
の
『
商
業
総
辞
典
』
に
引
用
し
て
い
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
を
こ
の
一
一
一
者
に
加
え
た
世
界
を
も
越
え
て
、

〈

4
〉

マ
ー
か
ら
ス
テ
ュ
ア
I
ト
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
諸
文
献
を
一
貫
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
と
く
に
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
の
呪
縛
か

「
ラ
テ
ィ

ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
一
一
元
論
の
流
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
て
は
、
ヵ
ン
テ

ィ
ロ
ン
の
場
合
を
む
し
ろ
例
外
と
し
て
、
土
地
と
労
働
と
の
平
価
の
こ
こ
ろ
み
に
お
い
て
労
働
の
占
め
る
比
重
と
意
義
と
を
強
調
し
つ
つ

あ
っ
た
の
で
あ
り
、

ハ
リ
ス
に
l
!
と
く
に
そ
の
貨
幣
論
に
お
い
て

l
i継
承
者
と
し
て
の
意
識
を
つ
よ
く
抱
か
せ
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ロ

ッ
タ
は
、
す
で
に
、

「
あ
ら
ゆ
る
物
に
価
値
の
差
等
を
あ
た
え
る
も
の
は
労
働
:
:
:
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
:
:
:
人
聞
の
生
活
に
と
っ
て
有

用
な
大
地
の
生
産
物
の
う
ち
、
十
分
の
九
は
労
働
の
効
果
で
あ
る
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
控
え
め
な
算
定
に
す
ぎ
ま
い
と
思
わ
れ

る
。
い
な
、
も
し
わ
れ
わ
れ
の
用
い
る
も
の
を
正
し
く
評
価
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
種
々
な
費
用
を
純
粋
に
自
然
に
負
う
も
の
と
労
働

に
負
う
も
の
と
に
分
け
て
計
上
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
が
百
分
の
九
十
九
ま
で
ま
っ
た
く
労
働
の
効
果
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で

ハ
5〉

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
ろ
。
!
ー
も
っ
と
も
、
ハ
リ
ス
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
そ
の
富
源
論
を
「
労

(

6

)

 

働
の
価
値
は
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
価
値
を
規
制
す
る
主
要
な
標
準
だ
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
立
言
に
帰
結
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

価
格
論
↓
生
産
費
説
に
転
化
さ
せ
た
が
、
こ
の
転
化
の
理
論
的
過
程
は
、
そ
の
中
聞
に
つ
ぎ
の
叙
述
を
ふ
く
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
価
格
の

構
成
要
素
の
析
出
へ
の
最
初
の
か
す
か
な
志
向
と
な
り
、
こ
う
し
て
ス
テ
ュ
ア

1
ト
の
い
っ
そ
う
詳
細
な
分
析
を
、
ま
た
と
く
に
『
国
富

論
』
に
お
け
る
価
値
論
か
ら
価
格
論
へ
の
転
調
を
、
想
起
さ
せ
も
す
る
の
で
あ
る
。

「
物
は
一
般
に
、
人
聞
の
必
要
を
み
た
す
と
い
う
そ

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

一五



ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

一
六

の
真
の
有
用
性
(
円

g
-
5
0
)
に
従
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
生
産
す
る
の
に
必
要
な
、
土
地
、
労
働
、
熟
練
に
比

例
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
る
。
物
な
い
し
商
品
が
相
互
に
交
換
き
れ
る
の
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
く
こ
の
比
率
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
た
い
て

(
7〉

い
の
物
の
内
在
的
価
値
。
旦
ユ
ロ
m
W
4と

5
)
が
測
ら
れ
る
の
は
主
と
し
て
右
の
尺
度
合

g
u
)
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」

だ
が
、
当
苗
の
第
一
章
の
特
質
は
、
む
し
ろ
そ
の
後
半
の
分
業

i
l社
会
的
分
業
1

1
論
に
あ
る
。

「
人
聞
は
お
の
ず
か
ら
彼
ら
を
種
々
の
職
業
に
向
わ
せ
て
そ
れ
ら
に
適
応
さ
せ
る
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
の
才
能
や
性
向
を
授
け
ら
れ
て

お
り
、
し
か
も
:
:
:
彼
ら
の
求
め
る
い
っ
さ
い
の
必
需
品
を
容
易
に
か
つ
平
穏
に
手
に
入
れ
る
に
は
ほ
か
の
方
法
で
は
不
可
能
な
の
で
、

特
定
の
技
術
や
仕
事
に
従
う
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
他
人
に
対
す
る
個
人
の
従
属
を
生
み
、
お
の
ず
か
ら
人
々
を
結
合

し
て
社
会
を
つ
く
ら
せ
る
e

こ
れ
と
お
な
じ
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
国
々
は
そ
の
自
然
的
な
い
し
人
工
的
な
生
産
物
の
種
類
と
か
品
質
と
か

拡
が
っ
て
総
体
的
社
会

(
g
g
B
E
R
M
-
E
肉

SOB-)

の
点
で
多
少
と
も
こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
特
定
の
人
々
は
、
最
も
遠
く
の
国
民
と
も
取
引
を
す
る
こ
と
に
利
益
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
が

ハ
8
)

を
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
。
」
!
|
こ
の
部
分
に
は
脚
註
が
あ
っ
て
、

「
特
定
の

職
業
に
従
う
と
い
う
こ
と
か
ら
個
々
人
の
た
め
に
生
ま
れ
る
相
互
の
便
益
は
、
お
そ
ら
く
は
、
彼
ら
を
結
び
合
わ
せ
る
主
要
な
鮮
で
あ
り
、

商
業
の
お
も
な
源
で
あ
り
、
ま
た
大
き
い
政
治
社
会
の
源
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

「
相
こ
と
な
る
職
業
に
各
自
が

そ
れ
ぞ
れ
に
従
事
す
る
こ
と
か
ら
人
類
に
生
ま
れ
て
く
る
利
益
は
、
き
わ
め
て
大
き
く
ま
た
明
白
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
、

各
人
は
彼
の
も
の
で
あ
る
特
定
の
技
術
に
お
い
て
熟
達
し
て
巧
妙
と
な
り
、
彼
ら
の
う
ち
の
他
の
誰
か
が
行
う
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
す

ぐ
れ
た
手
は
ず
と
は
る
か
に
す
く
な
い
労
苦
と
で
行
わ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
の
生
産
物
を
相
互
に
供
給
し
合
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
世
界
は
い
ま
で
は
、
小
さ
く
て
結
合
を
持
た
な
い
社
会
が
最
大
の
努
力
を
も
っ
て
し
て
こ
れ
ま
で
に
実
現
し
え
た

(

9

)

 

と
こ
ろ
よ
り
も
、
は
る
か
に
大
量
か
っ
多
彩
な
加
工
生
産
物
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
己
|
|
こ
の
部
分
に
も
ま
た
脚
注
が
あ
っ
て
、



「
最
も
卑
醸
な
職
人
に
ま
で
及
ん
で
い
る
わ
が
イ
ギ
リ
ス
の
大
き
い
租
税
負
担
を
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
で
は
ど
う
や
ら
労
働
が
安
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
職
人
は
他
国
の
職
人
よ
り
も
熟
練
の
度
が
高
く
、

一
定
の
時
間
内
に
他
国
で
ふ
つ
う
に
生
産

さ
れ
る
よ
り
も
量
質
と
も
に
す
ぐ
れ
た
商
品
を
生
産
す
る
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
.
労
働
の
価
格
を
比
較
す
る
場

ム
ロ
に
は
労
働
者
の
消
費
な
い
し
稼
得
だ
け
を
比
較
す
る
の
で
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
労
働
が
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
も

ま
た
計
算
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
わ
が
国
で
は
労
働
が
ほ
ん
と
う
は
安
い
の
だ
と
考
え
な
く
て
は
、
こ
れ
ほ
ど

大
量
の
わ
が
国
の
加
工
生
産
物
が
ど
う
し
て
外
国
に
売
捌
か
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
な
か
な
か
説
明
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
脚
注
が
、
と
く
に
外
国
市
場
の
維
持
と
開
拓
と
の
手
段
を
低
賃
銀
に
求
め
た
重
商
主
義
の
通
念
に
反
す
る
こ
と
、
こ

の
点
で
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ウ
の
『
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
事
情
』

9
8
E
]
)え
o
p
h
b
N
喜
久
H
F
同
同
諸
問
答

g
s義
ミ
旬
、

h
h山九叫〉

(

叩

)

賃
銀
論
の
一
半
を
つ
よ
く
想
起
さ
せ
る
と
と
を
、
こ
の
節
の
目
的
の
た
め
に
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

σコ

し
か
し
、
以
上
は
ハ
リ
ス
の
社
会
的
分
業
論
に
と
っ
て
は
ま
だ
総
論
に
あ
た
る
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
さ
ら
に
、
社
会
的
介
業
の
展

開
過
程
を
い
わ
ば
図
式
化
し
て
示
し
た
部
分
に
よ
っ
て
い
き
い
き
と
し
た
力
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
部
分

の
叙
述
を
以
下
に
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

〈

1
)

し
「
・
回
目
吋
円
山
田
・
色
、
・
2
T
H
V白
3

7
買え田口叩・

ハ
2
)

こ
れ
は
前
節
注
(

6

)

の
個
所
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
な
の
で
あ
る
。
理
論
史
的
発
展
の
構
造
は
複
雑
で
あ
る
。

(

3

)

堀
家
教
授
の
つ
ぎ
の
率
直
な
指
摘
は
適
切
で
あ
る
。
「
分
業
論
か
ら
は
じ
ま
っ
て
貨
幣
の
起
源
に
い
た
る
『
国
富
論
』
の
区
画
は
す
く
な
く
と

も
そ
の
ア
イ
デ
ア
に
お
い
て
ハ
リ
ス
の
円
貨
幣
鋳
貨
論
』
と
ひ
と
し
い
」
(
堀
家
、
前
掲
、
一
ニ
0
0
ペ
ー
ジ
注
)
。

ハ
4
)

何
・
〉
-

H
・旬。目凶器

c
y
~ミ弘司円略的臼ミ的。
¥
b
h
N
a
事
九
凶
器
じ

you-
門戸
w
H
Y
M品

ω
・
筆
者
若
『
経
済
学
の
形
成
時
代
円
前
掲
、
付
論
を
参

Z
H

。ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

一七



ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

入

(

5

)

同
o
E
F
2
z
w
叫
コ
宅
。
マ
ミ
志
向
的
。
¥

h
判
。
号
、
芸
遣
さ
r

H
由∞ア

P
2・
h
F
0
・
服
部
弁
之
助
訳
『
政
治
論
』
、
現
代
教
養
文
庫
版
、
四
八
ペ
ー
ジ
。

(

6

)

前
節
注
(
江
)
の
個
所
。
こ
こ
で
の
傍
点
は
引
用
者
の
も
の
。

〈

7
)

】
・
国
同

R
F
会
・
円
弘
子
宮
ユ
ゲ
匂
・
?
傍
点
は
引
用
者
の
も
の
。
土
地
、
労
働
、
熟
練
の
三
者
の
う
ち
の
最
後
者
に
、
上
述
(
前
節
注
目
の

個
所
)
の
「
支
度
の
費
用
」
や
「
開
業
費
」
を
結
び
つ
け
て
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
立
去
一
口
は
や
が
て
前
注
に
見
る
よ
う
な
生
産
費
説
に

移
行
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ハ
リ
ス
の
同
時
代
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
の
つ
ぎ
の
主
張
が
参
考
と
な
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
商
品
の

価
値
す
な
わ
ち
価
格
は
、
ぞ
れ
を
生
産
す
る
の
に
必
要
な
土
地
の
価
値
と
、
そ
れ
を
生
産
し
製
造
す
る
の
に
費
や
さ
れ
た
労
働
の
価
値
と
、
そ
れ
を

調
達
し
流
通
さ
せ
る
仲
介
守

B
Z
E問
。
〉
の
価
値
と
の
複
合
で
あ
る
」
ハ

4
g
-
S
B
、
吋
叩
目
立

p
k由
S
ミ
柏
町
民
叫
芯
諸
白
¥
円
。
遺
書
問
、

s
g弘

H
Fぬ

ミ
F
q
g
-
宮
ヘ
同
旬
向
N同
町
内
円
三
宮
内
同
抗
言
。
¥
臼
円
白
、
尽
き
弘

S
Nピ
志
向
。
マ
白
号
室
内
色
遣
宮
町
、

s
a・
ず
可
迄
円
。
ロ
ロ
D

口
y
z
g
-
U
-
m
M
M〉。

(
8〉
』
・
回
目
H
4

・z
-
c
b
・ミ叫
-
w

旬目立

H
-
u
-
H
明・

〈

9
)

ト「・回目

R
2・
3
N弘
よ
匂
目
立
了
]
U
H
V
-
g
H

寸
・
傍
点
は
引
用
者
の
も
の
。

(
刊
〉
デ
フ
ォ
ウ
は
、
生
産
力
と
商
品
の
質
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
賃
銀
は
国
際
的
に
見
て
き
わ
め
て
安
い
と
述
べ
て
い
る

o
Q・ロ
-
U
?

3
0・九日』司
N
S
b
¥
同出向同喝柏崎町
g
p
h
b
遺
書
竜
門
司
唱
円
y
h・
た
だ
し
デ
フ
ォ
ウ
に
は
、
高
い
賃
銀
が
大
き
い
国
内
市
場
を
形
成
す
る
と
い
う
独
自
の
主

張
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
類
似
の
発
言
は
ハ
リ
ス
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
な
お
、
や
が
て
タ
ッ
カ

I

C
・
吋
ロ
口
付
由
。
は
、
富
国
の
高
賃
銀
は
貧
困

の
低
貫
録
よ
り
も
「
安
く
つ
く
」
と
し
た
(
筆
者
著
『
経
済
学
の
形
成
時
代
』
、
前
掲
、
一
一
一
ta--

一
一
一
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
)
。

四

「
商
業
の
本
質
を
も
う
す
こ
し
立
入
っ
て
例
示
し
よ
う
。
国
の
全
面
に
適
宜
な
距
離
を
置
い
て
農
夫
た
ち
が
分
布
し
て
い
る
と
仮
定
し

た
い
が
、
こ
の
場
合
こ
れ
ら
の
農
夫
た
ち
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
れ
よ
り
も
っ
と
大
き
い
距
離
を
置
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の
村
落
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
村
落
に
は
、
幾
人
か
の
農
場
主

(
向
田
吋
H
H
H
O
円
〉

と
幾
人
か
の
貧
し
い
農
夫
と
の
ほ
か
に
、

た
い
て
い
は
き
っ
と

鍛
冶
屋
と
大
工
と
居
酒
屋
と
が
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
お
そ
ら
く
は
肉
屋
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
靴
屋
は
い
な
い
と
し
て
も
す
く
な
く



と
も
靴
直
し
屋
が
お
り
、
小
さ
い
食
品
目
生
等
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
大
き
い
村
に
は
、
こ
う
い
う
職
業
を
持
つ
者
が
も
っ
と
多
い
だ

ろ
う
し
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
ほ
か
の
職
業
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
人
々
は
み
な
そ
の
食
料
を
近
隣
の
農
夫
か
ら
得
て
お
り
、

彼
ら
が
農
夫
か
ら
受
け
と
り
ま
た
彼
ら
相
互
に
受
け
と
る
も
の
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
。
こ
う
し
た
あ
と
の
剰
余
守
寸

2
1
5
)
を
農

夫
は
近
く
の
市
場
町
に
運
ぶ
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
村
落
で
よ
り
も
も
っ
と
多
数
多
彩
な
職
人
が
お
り
、
も
っ
と
多
く
の
底
、
も
っ
と
良
い

商
品
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
居
酒
屋
、
も
っ
と
上
等
な
娯
楽
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
何
人
か
の
商
唐
主
は
そ
の
商
品
の
多
く
を
、
な
い
し
は

大
部
分
を
、
遠
い
土
地
か
ら
一
度
に
大
量
に
運
ん
で
き
て
、
そ
の
め
い
め
い
の
顧
客
た
ち
に
、
彼
ら
が
自
分
で
手
に
入
れ
う
る
よ
り
も
ず

っ
と
安
い
値
段
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
;
:
:
こ
う
い
う
商
庖
主
は
ま
た
、
そ
の
扱
う
商
品
を
い
ち
ば
ん
う
ま
く
手
に
入
れ
る
方
法

を
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
近
傍
の
農
村
の
消
費
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
な
ん
で
も
調
え
て
お
く
よ
う
に
気
を
配
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
と
同
様
に
農
夫
は
、
人
の
集
ま
る
定
期
市
で
出
会
う
家
畜
商
人
や
行
商
人
に
そ
の
余
っ
た
家
畜
や
バ
タ
ー
や
チ
I
ズ
等
を
売
り

渡
す
の
が
得
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
う
し
て
家
畜
商
人
や
行
商
人
は
ま
た
、
こ
う
い
う
商
品
を
大
口
に
売
る
と
き
に
は
ど
こ

(
1
)
 

が
い
っ
そ
う
良
い
市
場
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
て
、
そ
こ
へ
そ
れ
ら
を
連
れ
て
行
っ
た
り
運
ん
だ
り
す
る
の
で
あ
る
。
」

右
の
「
例
示
」
は
、
社
会
的
分
業
の
起
点
に
「
国
の
全
面
に
・
:
分
布
し
て
い
る
」
農
民
を
置
き
、
こ
の
農
民
が
各
種
の
手
工
業
者
と

の
あ
い
だ
に
、
し
だ
い
に
広
汎
な
商
人
層
を
媒
介
者
と
し
つ
つ
、
商
品
の
交
換
を
拡
大
し
て
行
く
過
程
を
、
歴
史
的
モ
デ
ル
と
し
て
で
は

な
く
1
l
l
む
し
ろ
空
間
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
|
|
描
い
て
い
る
@
ま
た
大
き
い
議
官
修
的
消
費
者
は
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
現
わ
れ
ず
、
こ
こ

に
あ
る
も
の
は
生
産
者
の
社
会
で
あ
る
。
だ
が
、
社
会
的
分
業
は
さ
ら
に
進
展
す
る
。

「
大
き
い
町
の
職
業
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
種
類
に
分
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
町
が
小
さ
い
町
に
物

t

資
を
供
給
す
る
こ
と
は
小
さ

い
町
が
村
落
に
対
し
て
そ
れ
を
行
う
の
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
こ
う
い
う
町
は
、
地
主
(
ぬ

g可
吋
)
や
財
産
家
に
だ
け
ふ

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

九



ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論

三

O

さ
わ
し
い
い
ろ
い
ろ
な
珍
し
い
物
を
も
提
供
す
る
。
こ
れ
と
お
な
じ
く
、
製
造
業
者
(
自
自
己

p
n
g
E
C

う
こ
と
を
利
益
と
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
前
者
は
、
彼
の
荷
品
を
売
捌
く
場
所
と
方
法
と
が
あ
ら
か
じ
め
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

と
商
人
と
は
相
互
に
求
め
合

ほ
か
の
場
合
な
ら
ば
あ
り
が
ち
な
は
ず
の
時
間
の
損
失
や
仕
事
の
中
断
を
こ
う
む
ら
ず
に
、
自
分
の
技
術
に
専
念
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
ま
た
後
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
製
造
業
者
か
ら
い
ち
ば
ん
う
ま
く
買
入
れ
た
千
種
万
別
の
商
品
を
倉
庫
に
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
近
傍
の
庖
主
や
行
商
人
に
だ
け
で
は
な
く
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
他
の
多
く
の
人
々
に
も
、
そ
の
欲
す
る
物
を
な
ん
で
も
供
給
す
る
の

(
2
)
 

で
あ
る
。
」

地
主
や
財
産
家
、
す
な
わ
ち
商
品
生
産
者
以
外
の
階
層
は
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
職
人
と
は
区
別
さ

れ
る
製
造
業
者
も
ま
た
登
場
す
る
。
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
総
括
が
、
社
会
的
分
業
の
媒
介
者
で
あ
る
商
人
に
即
し
て
下
さ

れ
る
。「

こ
う
し
て
、
手
仕
事
の
場
合
と
同
様
に
、
商
人
に
と
っ
て
は
一
定
の
範
囲
に
自
分
を
限
定
す
る
と
と
が
各
人
の
利
益
で
あ
り
、
ぞ
れ

が
ま
た
全
体
に
と
っ
て
共
通
の
利
益
で
あ
る
。
こ
の
節
用
に
よ
っ
て
、
各
個
の
特
定
の
職
業
は
い
っ
そ
う
よ
く
理
解
さ
れ
、
い
っ
そ
う
よ

く
究
め
ら
れ
、
い
っ
そ
う
容
易
に
ま
た
廉
怖
に
運
営
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
社
会
は
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
わ
ば
一
個
の
総
体
的
商
業

G
S
O
B
-
g
B
H
H
H
O吋円。)

を
つ
く
り
出
し
、
日
々
の
交
通
と
通
信
と
に
よ
っ
て
大
き
い
国
も
実
際
に
は
一
個
の
大
都
市
と
な
り
、
よ
り

多
く
の
人
口
が
よ
り
多
く
の
仕
事
を
つ
く
り
出
し
て
相
互
に
生
計
の
向
上
に
貢
献
し
合
う
。
人
口
の
稀
薄
な
国
で
は
生
活
は
最
も
貧
し
い

と
い
う
の
が
つ
ね
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
商
取
引
こ
そ
は
住
民
に
安
楽
な
暮
し
を
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
ま
た
国
の
人
口
を
調
密
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ち
に
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
々
の
生
産
物
を
探
し
求
め
て
は
掴
頒
布
す
る
貿
易
商
人

(
目
。
円
岳
山
口
同
)
の
精
励
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
は
相
互
に
結
合
さ
れ
て
い
わ
ば
商
人
の
社
会

(
8
5
8
2己
主

E
5
2
2
)
と
な
り
、



(
3
)
 

さ
ま
ざ
ま
な
風
土
に
産
す
る
い
ろ
い
ろ
な
物
の
恩
恵
を
す
べ
て
の
成
員
が
享
け
る
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
後
に
登
場
す
る
者
は
外
国
貿
易
商
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
社
会
的
分
業
の
展
開
は
村
落
か
ら

は
じ
ま
っ
て
都
市
圏
へ
、
都
市
圏
か
ら
そ
の
拡
大
し
た
か
た
ち
で
あ
る
国
民
的
単
位
へ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
全
世
界
へ
と
及
ぶ
。
そ
れ
は

ま
た
同
時
に
、
農
業
↓
工
・
商
業
↓
外
国
貿
易
と
い
う
順
序
で
の
諸
産
業
の
展
開
の
過
程
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
過
程
の
指
摘
は
『
国

富
論
』
に
お
け
る
「
資
本
投
下
の
自
然
的
順
序
」
皇
制
に
|
も
と
よ
り
資
本
の
理
論
を
ま
だ
ま
っ
た
く
欠
き
な
が
ら
も
|
そ
の
先

行
者
と
し
て
照
応
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
そ
う
い
え
ば
、
右
の
引
用
で
ハ
リ
ス
が

ぬ

8
2
m
H
8
5
5
2
2
と

喜一口い

g
B
B
q
n
u
-
-
E
O吉
田
汁
と
言
う
も
の
は
、
社
会
的
分
業
の
展
開
の
到
達
点
と
し
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
措
定
し
た
「
商
業
的
社
会
」

A
7
3
V
 

(
円

0
5
5
2
n
u
-
g
a
o
q
)
の
概
念
の
素
朴
な
把
握
を
示
す
も
の
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
ハ
リ
ス
は
以
上
の
よ
う
な
み
ず
か
ら
の
説
明
に
加
え
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
、
上
掲
の
デ
フ
ォ
ウ
の
著
書
の
一

節
に
脚
注
で
言
及
し
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
デ
プ
ォ
ウ
の
広
汎
な
所
説
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
大
塚
久
雄
教
授
の
著
目
に
よ
っ
て
お
そ
ら

く
は
と
く
に
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
の
一
節
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

l
i

「
も
ろ
も
ろ
の
職
業
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
成
し
合
い
助
長
し
合
う
か
は
、
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
多
く
の
賢
明
な
所
見
を
ふ
く

む
『
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
事
情
』
と
い
う
本
の
ニ

0
ペ
ー
ジ
か
ら
二
七
ペ
ー
ジ
に
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
J
」
の
本
の
著
者
ば
、
め
い
め
い
二

0
0ポ
ン
ド
の
元
手
を
持
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
或
る
無
人
の
地
域
に
適
度
な
広
さ
で
円
形
状
に
定
住
し
た
五

O
人
の
農
夫
を
想
定
し
、

ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
を
そ
な
え
た
町
が
短
時
間
で
彼
ら
の
た
だ
な
か
に
し
っ
か
り
と
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
の
か
、
ま

た
三
五

O
人
を
数
え
る
と
彼
の
想
定
す
る
右
の
農
夫
と
そ
の
家
族
た
ち
と
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
さ
ら
に
最
低
一
、

0
0
0人
の
人
々
を

彼
ら
の
も
と
に
引
き
よ
せ
て
し
か
も
生
活
で
き
る
よ
う
に
し
て
や
れ
る
の
か
を
、
説
明
し
て
み
せ
て
い
る
。
そ
の
全
体
の
詳
細
を
示
す
こ

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論



ジ
ョ
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ゼ
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(6) 

と
は
こ
の
場
所
に
と
っ
て
は
長
く
な
り
す
ぎ
る
が
、
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
骨
抜
き
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
」

『
貨
幣
・
鋳
賛
論
』
が
明
示
し
て
引
用
な
い
し
一
言
及
し
た
諸
著
作
の
う
ち
、

ロ
ッ
ク
の

『
貨
幣
・
利
子
論
』

(hD3H句門口
S
M比九

S
G叫札口己的

口
三
宮

8
2
3
3
8
q
¥
S
h
N
S
3
3
h
c
¥
S
H
m主的
H
Q
誌にミ
h
s
h
寄
せ
ぬ
円
程
間
口
¥
ミ
悼
む
号
、
)

お
よ
び
『
貨
幣
再
論
』

(
~
1
H

恥可昨日ザミ

8
3臼
位
向
ミ
円
札
口
言
内
室
内
向
可
ミ
3
h
司、
hHUSh-NF白
色
Q円程
h-K.3HHU
言
色
)
は
、

そ
れ
か
ら
の
批
判
的
継
承
の
意
図
が
1
i
第
一
部
・
第
二
部
を

つ
う
じ
て
!
i
最
も
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
ハ
リ
ス
に
近
い
時
代
の
も
の
と
し
て
は
、

ロ
!
の
『
貨
幣
・
交
易
論
』

(
』

C
F
D

E
4
3
h
-
h室
町
、

hH3h凶
作
可
む
な

S
E紅
白
吉
弘
)
や
キ
ン
グ
ハ
編
)

の
『
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
』

(
の
『

ω
ユg
H内
宮
町
山

(白(凶・
)

w

の、
〈

7
)

論
的
に
き
わ
め
て
ユ
ニ
ッ
ク
な
部
分
が
、
第
一
部
の
、
重
要
で
こ
れ
も
ま
た
ユ
ニ
ッ
ク
な
展
開
の
部
分
に
1
l
|脚
注
と
し
て
な
が
ら

!
l

吋
M
V

色
町
司
、
弘
之
急
ぎ
町
三
FQ悼式、

ω
g
z・
)
等
が
や
や
重
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と
と
も
に
デ
フ
ォ
ウ
の
『
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
事
情
』

3A 

敬
意
と
同
感
と
を
も
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
な
賃
銀
に
お
け
る
デ
フ
ォ
ウ
↓
ハ
リ
ス
の
線
を
思
い
合
わ

せ
る
と
き
、
わ
た
く
し
の
関
心
を
つ
よ
く
牽
か
ず
に
は
お
か
な
い
。
わ
た
く
し
は
デ
フ
ォ
ウ
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
の
中
間
に
ハ
リ
ス
を
置

(
8
)
 

き
、
ハ
リ
ス
と
ス
ミ
ス
と
の
中
聞
に
さ
ら
に
ヒ
ュ

l
ム
(
お
よ
び
ス
テ
ュ
ア

l
ト
)
を
置
い
て
、
社
会
的
分
業
の
展
開
の
モ
デ
ル
が
「
推

理
的
歴
史
」
の
か
た
ち
を
採
っ
た
の
ち
に
、

『
国
高
論
』
の
「
商
業
的
社
会
」
の
モ
デ
ル
を
生
ん
だ
も
の
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

ノ、

1) 

ス
が
誰
に
何
を
負
っ
た
か
は
、
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
研
究
の
側
か
ら
だ
け
で
な
く
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
主
と
し
て
ハ
リ
ス
研
究
の
側
か
ら

考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。

(

1

)

・ハ
2
)
・(
3

)

同・白山吋吋
U
・
S
-
門町内・

-HV目立

HW
町℃・

5
1
M
M
(
2
3・
H
C
・

(
4
)
Q
・
〉
含
g
ω
B
5
r
司
SNHF
ミ
三
百
九
百
三
-
寄
-
H
Y
岳
山
匂
・
〈
再

-Fnv昌
-H
・
筆
者
著
『
国
富
論
体
系
の
成
立
』
、
前
掲
、
第
七
章
。

(
5
)
Q・〉品目
H
H
H
ω
E
己
ご
ま
弘

--a-
寸
可
。
山
口
E
P
4
0
H
・
H-
℃
-
E・
筆
者
著
、
同
右
、
第
二
章
。



ハ
6
〉
同
・
回
目
吋
片
山
田
-
-
b
b
・
円
九
円
・
・
ァ
ヲ

N
m
ロ
・
乙
れ
は
り
叩
向
。
p
b
b
E
3
で
は
そ
の
向
者
-
H
m
N
H
に
あ
た
る
部
分
の
妥
約
で
あ
る
。
ハ
リ
ス
が
こ
の

本
を
一
七
一
八
年
の
刊
行
と
し
て
い
る
|
|
甘

N
宮
ー
ー
の
は
解
し
が
た
い
)
。
大
塚
教
授
は
そ
の
著
『
国
民
経
済
ー
ー
そ
の
歴
史
的
考
察
|
|
』
、

一
九
六
五
年
(
『
大
塚
久
雄
著
作
集
』
第
六
巻
収
録
〉
で
、
デ
フ
ォ
ウ
の
著
書
の
導
入
部
に
あ
る
こ
の
部
分
を
「
デ
フ
ォ
ウ
の
産
業
都
市
計
厨
」
と
呼

び
、
そ
の
内
容
を
二
度
紹
介
し
て
、
そ
れ
は
「
お
よ
そ
国
民
経
済
建
設
の
指
導
原
理
と
い
う
べ
き
も
の
を
、
い
わ
ば
物
語
風
に
叙
述
し
た
」
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
〈
『
著
作
集
』
版
一

0
ペ
ー
ジ
以
下
お
よ
び
一

G
九
ペ
ー
ジ
以
下
可
わ
た
く
し
は
す
で
に
紙
幅
の
余
裕
を
持
た
な
い
の
で
、
ヂ
フ

ォ
ウ
の
文
章
か
ら
直
接
に
引
用
す
る
こ
と
も
、
大
塚
教
授
の
要
約
|
|
そ
れ
は
短
い
ほ
う
で
も
ま
る
ま
る
一
ペ
ー
ジ
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
以
上
の

筒
約
を
許
さ
な
い
ー
ー
を
引
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
(
山
下
幸
夫
『
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
思
想
|
|
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ウ

の
経
済
論
と
そ
の
背
景
|
|
』
、
一
九
六
八
年
、
二
三
一
oe--
二
三
二
ペ
ー
ジ
に
も
お
な
じ
部
分
の
紹
介
が
あ
る
〉
。
大
塚
教
授
(
な
い
し
山
下
教
授
)

に
よ
っ
て
読
者
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
な
お
、
デ
フ
ォ
ウ
の
与
』
之
さ
は
山
下
幸
夫
・
天
川
潤
次
郎
両
教
授
に
よ
る
獄
訳
(
ア
ダ
ム

・
ス
、
と
ス
の
会
編
『
初
期
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
古
典
選
集
』
第
五
巻
〉
が
近
〈
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
|
|
大
塚
教
授
は
さ
ら
に
こ
の
デ
フ
ォ
ウ

の
モ
デ
ル
を
、
「
自
然
的
な
い
し
正
常
的
に
成
長
す
る
産
業
横
造
の
モ
デ
ル
」
(
『
著
作
集
』
第
六
巻
一

O
九
ペ
ー
ジ
)
で
あ
る
と
も
把
握
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
の
「
資
本
投
下
の
自
然
的
順
序
」
の
理
論
の
淵
源
を
こ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
7
〉
ず
な
わ
ち
、
ハ
リ
ス
は
『
貨
幣
・
鉾
貨
論
』
の
本
文
が
い
ち
お
う
で
き
あ
が
っ
た
あ
と
で
、
デ
フ
ォ
ウ
に
接
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

(

8

)

も
と
よ
り
、
ス
テ
ュ
ア
!
ト
に
は
は
る
か
に
ハ
リ
ス
以
前
の
も
の
も
混
合
さ
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
筆
者
著
『
国
富
論
体
系
の
成
立
』
、

前
掲
、
第
六
章
を
参
照
。

五

わ
た
く
し
は
あ
と
数
行
で
こ
の
小
論
を
閉
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ハ
リ
ス
に
対
す
る
学
史
的
位
置
づ
け
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
る
た
め

に
は
、
す
で
に
ハ
リ
ス
と
ス
ミ
ス
と
の
あ
い
だ

ιヒ
ュ

1
ム
ハ
お
よ
び
ス
テ
ュ
ア

i
ト
)
を
置
い
た
よ
う
に
、
デ
フ
ォ
ウ
と
ハ
リ
ス
と
の

あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
里
程
標
を
置
き
う
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
わ
た
く
は
こ
の
里
程
標
と
し
て

ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
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-一四

ヴ
ア
ン
ダ
ー
リ
ン
ト
の
『
貨
幣
万
能
』

Q
2
0
σ
J
1
8向
。

H
-
S
F

足
き
ミ
皇
室
町
立
R
H
N
N
S
S
吉
見
巴
)
お
よ
び
匿
名
者
の
『
貨
幣
の
利

子
一
般
、

S
H
A
』ロ

hH唱
、
同
弘
司
刊
に
む
と
い
℃
刊
誌

H
F町
、
芯
守

NH-円

¥
S
3
A
旬
、
]
弓
ω
∞
叫

¥ーノ

を
選
べ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

(
ω
r
u

さ
m
w
H
p
b
H恥
句
、
紅
白
色
お

H
p
h
§
同
町
唱
、

h
h悼
む

¥
3
H
D
S
h
q
s
h
S
H
S
d
H町、

〈

1
)

こ
の
後
者
は
、
ロ
ッ
グ
の
立
場
を
継

お
よ
び
と
く
に
公
債
の
利
子
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
』

承
し
つ
つ
も
、

の
立
場
か
ら
、

す
な
わ
ち
経
営
の
困
難
に
陥
り
つ
つ
あ
る
生
産
者
"
債
務
者

ロ
ッ
グ
と
こ
と
な
っ
て
あ
え
て
法
定
利
子
率
の
引
下
げ
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
第

「
質
朴
な
農
民
」
と
借
地
人
(
窓
口
言
。
と
の
立
場
か
ら
、

二
部
の
主
眼
は
、
の
ち
の
ス
テ
ュ
ア

1
ト
と
対
立
し
て
、

ロ
ッ
ク
に
応
じ
つ
つ
債
権
者
の
立
場
か
ら
貨
幣
標
準
の
毘
質
に
反
対
す
る
と
と

で
一
貫
し
て
い
る
@
原
始
蓄
積
の
推
進
の
流
れ
が
、
多
く
の
没
落
者
を
切
り
捨
て
つ
っ
こ
こ
に
新
し
い
力
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(
2〉

の
で
あ
る
。
ま
た
ヅ
ア
ン
ダ
ー
リ
ン
ト
で
は
、

一
方
の
貨
幣
数
量
説
と
ユ
ニ
ッ
ク
に
結
合
し
つ
つ
土
地
所
有
の
独
占
(
↓
開
拓
の
祖
止
)

大
衆
的
消
費
の
意
義
の
認
識
と
と
も
に
存
在
し
た
e

l

-

-

あ
る
い
は
伴
う
必
要
を
す
で
に
認
め
て
い
な
い
!
!
i
の
で
あ
る
。

に
対
す
る
批
判
が
、

ハ
リ
ス
の
数
量
説
は
こ
の
よ
う
な
諸
要
素
を
伴
っ
て
い
な
い

(

1

)

以
下
、
筆
者
著
『
原
始
蓄
積
期
の
経
済
諸
理
論
』
、
前
掲
、
第
二
・
第
三
論
文
を
参
照
。

(

2

)

筆
者
稿
司
ジ
エ
イ
コ
プ
・
ヴ
ア
ン
ダ
ー
リ
ン
ト
と
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
』
、
同
一
編
『
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
論
』
、

照。

一
九
五
五
年
、
所
収
、

を
参

一
九
七
四
年
九
月




