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傍
点
は
原
文
に
は
な
い
が
、
要
点
を
示
す
た
め
に
付
し
た
。

な
お
、
原
文
を
簡
潔
に
す
る
た
め
に
多
少
の
省
略
を
お
こ
な
っ
た
。

撰
村
窮
乏
の
声
や
ま
こ
と
に
久
し
い
o
天
下
万
人
に
し
て
こ
れ
を
聞
か
ぬ
薯
は
な
い
。
救
い
の
手
を
ま
つ
こ
と
す
で
に
久
し
い
。
さ
れ
ど
も
そ
の
現
わ
れ
ぬ

こ
と
永
遠
だ
。
か
く
し
て
歳
月
は
空
し
く
な
が
れ
農
村
の
窮
乏
は
い
よ
い
よ
深
刻
と
な
り
、
有
る
か
無
さ
か
の
生
命
も
い
ま
や
風
前
の
と
も
し
火
と
な
っ
て
き

た
。
坐
し
て
死
を
ま
つ
薯
は
別
だ
。
起
と
う
と
す
る
者
に
は
お
の
ず
か
ら
道
が
あ
る
。
擾
民
の
処
す
ろ
方
策
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
然
り
而
し
て
、
農
村
新
生

の
方
策
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
の
か
こ
の
小
冊
子
の
目
的
で
あ
る
。

第
一
に
言
う
、
救
い
の
手
を
他
に
待
つ
こ
と
を
止
め
よ
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
金
言
さ
え
言
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
「
天
は
自
ら
助
く
る
者
を
助
く
」
と
。
農
村

を
救
う
も
の
は
農
民
自
身
の
は
か
に
は
な
い
。

か
の
無
産
政
党
の
宕
ど
も
の
説
く
と
こ
ろ
は
何
だ
。
か
れ
ら
は
言
う
「
諸
君
よ
・
諸
君
の
要
求
は
政
治
手
段
に
よ
ら
な
け
れ
ば
解
決
で
き
ぬ
。
故
に
吾
等
に

投
票
せ
よ
。
吾
等
は
代
議
士
と
な
っ
て
該
会
に
行
き
百
姓
に
都
合
の
よ
い
法
律
を
つ
く
っ
て
諸
君
の
幸
福
を
実
現
し
ょ
う
」
と
。

吾
人
は
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
は
無
駄
な
こ
と
だ
と
言
う
の
だ
・
吾
人
は
憲
法
に
ょ
っ
て
い
ち
ゆ
る
人
身
の
自
由
が
保
証
さ
れ
て
い
る
答
で
あ
る
が
、
今

日
、
人
身
の
畠
は
ど
こ
着
る
か
o
一
片
の
個
人
的
憎
悪
の
た
め
に
さ
え
、
権
力
の
位
地
芸
る
者
は
・
罪
な
き
農
民
を
嶽
樫
に
お
く
る
こ
と
が
で
ぎ
で

は
な
い
か
o
地
主
は
充
分
に
保
護
せ
ら
れ
る
と
き
に
、
小
作
人
は
何
等
の
理
由
な
く
し
て
圧
迫
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
か
の
法
律
な
る
も
の
は
両

者
の
平
等
を
規
定
し
て
い
る
暗
に
で
あ
る
。

い
か
に
立
派
に
見
え
る
法
律
や
政
治
が
制
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
吾
人
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
意
味
が
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
適
切
な
例
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
今

か
ら
三
十
年
は
ど
前
の
ロ
シ
ア
で
行
わ
れ
た
糞
奴
解
放
の
歴
史
で
あ
る
。
当
時
、
ロ
シ
ア
の
農
民
は
、
農
民
に
し
て
遵
民
に
非
ず
、
人
と
し
て
の
人
権
は
こ
と

ご
と
く
地
主
領
主
に
奪
わ
れ
、
い
か
な
る
意
志
表
示
を
な
す
こ
と
も
厳
禁
さ
れ
て
い
た
。
黙
々
と
し
て
貴
族
に
仕
え
ね
ば
な
ら
な
い
奴
隷
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

世
の
同
情
薯
の
運
動
の
鮨
果
古
今
・
農
奴
は
靡
放
せ
ら
る
べ
し
、
か
れ
ら
は
自
由
民
た
り
ク
の
摂
政
解
放
令
の
発
布
と
な
り
、
法
の
上
か
ら
す
れ
は
か
ね
ら

は
最
早
一
個
の
自
由
民
た
る
べ
き
は
ず
で
あ
っ
た
。
法
は
自
由
民
た
る
こ
と
を
宣
言
す
れ
ば
足
り
る
、
そ
れ
で
事
は
済
む
。
し
か
し
、
済
ま
な
い
の
は
塵
民
で



あ
る
。
農
奴
の
求
む
る
も
の
は
、
こ
う
し
た
一
片
の
空
な
る
法
文
で
は
な
い
。
解
放
の
事
実
、
自
由
農
民
た
る
こ
と
の
事
実
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
民

が
農
民
た
る
所
以
は
土
地
を
耕
す
か
ら
だ
。
耕
す
べ
き
土
地
を
あ
た
え
ず
し
て
何
が
絃
放
で
あ
る
か
。
何
が
自
由
農
民
で
あ
る
か
。
土
地
を
占
有
し
て
い
る
の

は
富
裕
な
る
富
家
ど
も
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
自
由
長
氏
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
か
ね
ら
は
再
び
新
し
い
主
権
者
で
あ
る
地
主
の
下
に
奴
隷
と
し
て
生
活
し
て
行

か
ね
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
法
は
イ
ン
チ
キ
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
例
話
で
よ
く
わ
か
る
で
は
な
い
か
。

若
し
も
、
土
地
が
誰
の
も
の
で
も
な
く
耕
や
す
者
が
自
由
に
使
え
る
な
ら
ば
、
農
奴
で
あ
ろ
う
と
し
て
も
奴
隷
で
は
あ
ら
れ
な
い
。
強
い
て
奴
隷
の
名
を
つ

け
で
も
、
事
実
と
し
て
自
由
度
民
だ
か
ら
農
奴
と
い
う
こ
と
ば
は
消
え
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。

農
民
諸
君
、
吾
々
の
求
め
る
も
の
は
事
実
で
法
文
で
は
な
い
。
若
し
も
、
長
氏
が
大
同
団
結
し
て
、
直
接
に
地
主
の
土
地
を
奪
い
か
え
し
た
な
ら
、
い
か
に

政
治
家
ど
も
が
あ
あ
て
ふ
た
め
い
て
数
多
く
の
法
文
を
ひ
ね
く
り
出
そ
う
と
も
、
事
実
は
法
文
で
は
動
か
せ
な
い
。
反
対
に
、
い
か
は
無
産
政
党
の
政
治
家
達

が
土
地
の
共
有
を
論
じ
て
も
、
ま
た
仮
り
に
そ
れ
が
法
文
と
な
っ
て
現
わ
れ
で
も
、
法
文
に
従
っ
て
土
地
所
有
者
が
ハ
イ
と
言
っ
て
土
地
を
放
棄
す
る
ご
と
き

お
目
出
度
い
地
主
諸
君
が
い
る
な
ど
と
夢
想
す
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
。
こ
こ
が
肝
心
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
無
産
政
治
家
達
に
よ
り
、
か
れ
ら
が
作
る
法

律
に
よ
り
、
そ
の
遠
い
将
来
に
、
塵
民
は
現
実
に
得
る
も
の
は
何
も
な
い
。
し
か
も
、
無
産
政
治
家
が
法
律
を
つ
く
る
日
は
い
つ
か
。
刻
々
と
し
て
窮
迫
の
せ

な
る
農
村
が
死
滅
す
る
ま
え
に
そ
の
日
を
む
か
え
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
か
。
幸
に
し
て
、
そ
の
日
を
む
か
え
だ
と
し
て
、
そ
れ
は
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
れ
は
一
片
の
空
文
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
故
に
吾
人
は
言
う
、
「
農
村
の
解
放
は
農
民
自
身
の
手
で
や
ら
ね
は
な
ら
ぬ
」
と
。
換
言
す
れ
ば
農
民
が
農
村
の
解
放
を
他
人
の
手
に
期
待
す
る
か
ぎ

り
、
農
民
の
生
活
は
永
遠
に
改
善
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

世
の
中
に
は
つ
ね
に
何
等
か
の
理
由
に
依
存
し
て
、
特
権
の
位
地
に
つ
こ
う
と
す
る
馬
鹿
者
が
絶
え
な
い
。
タ
指
導
者
ヂ
と
い
う
張
が
こ
れ
で
あ
る
。
か
れ

ら
は
農
民
を
愚
弄
し
て
言
う
「
百
姓
諸
君
は
耕
作
は
得
手
だ
が
、
耕
作
と
社
会
改
造
の
こ
と
は
別
で
あ
る
。
百
姓
諸
君
は
社
会
科
学
を
知
ら
ぬ
で
は
な
い
か
。

そ
れ
故
、
社
会
改
造
の
仕
事
は
そ
れ
に
熟
達
し
た
吾
々
に
任
せ
、
昔
々
の
指
導
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

諸
君
、
吾
人
は
言
う
「
震
民
の
要
求
を
知
る
も
の
は
襲
氏
自
身
だ
」
と
。
自
分
自
身
の
、
す
な
あ
ち
自
己
の
要
求
に
も
と
づ
い
て
改
造
を
行
え
ば
こ
そ
解
放

が
達
成
さ
れ
る
の
た
。
盲
減
法
に
世
の
中
が
変
わ
り
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
自
己
み
ず
か
ら
の
要
求
に
も
と
す
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
知
る
も
の
は
農
民
自
身
で
あ
る
。
故
に
吾
人
は
言
う
、
「
指
導
原
理
も
社
会
科
学
も
無
用
の
長
物
に
す
ぎ
な
い
」
と
。
指
導
者
の
も
と
め
る
も
の
は
農

民
の
解
放
で
は
な
い
、
か
れ
ら
の
指
導
下
に
基
氏
を
置
く
と
こ
ろ
の
支
配
的
欲
望
の
達
成
で
あ
る
。
指
導
自
体
が
指
導
者
の
目
的
で
あ
る
、
指
導
者
は
そ
れ

で
満
足
な
の
で
あ
る
。
へ
ゲ
モ
ー
ー
ー
が
目
的
で
あ
る
指
導
者
と
、
解
放
が
目
的
で
あ
る
農
民
と
は
、
そ
の
自
薦
が
ま
っ
た
く
別
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
気
付

か
ず
に
遮
っ
た
目
的
を
も
っ
た
指
導
者
と
農
民
と
が
一
つ
に
な
っ
て
無
意
味
な
道
を
歩
る
い
て
い
る
の
が
残
念
な
が
ら
現
在
の
農
村
運
動
の
縮
図
で
あ
る
。

社
会
の
変
動
な
る
も
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
説
く
ご
と
く
、
物
を
つ
く
る
方
法
に
よ
っ
て
無
愚
昧
に
変
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
大
多
数
の
人
々
が
も

っ
て
い
る
意
識
的
、
無
悪
戦
的
な
思
想
が
次
の
世
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
も
て
る
思
想
が
明
確
を
欠
き
、
無
意
識
的
不
明
瞭
な
る
場
合
に
は
、

野
心
家
ど
も
の
偽
職
に
お
ち
い
っ
て
、
折
角
の
社
会
改
造
も
得
る
と
こ
ろ
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
野
心
家
ど
も
に
乗
せ
ら
れ
ぬ
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
：
」
の

た
め
に
は
、
農
民
自
身
が
自
己
の
確
た
る
目
標
を
看
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
封
建
社
会
を
倒
し
た
、
倒
し
た
だ
け
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
新
し
い
社
会
建
設
が



遅
滞
し
て
い
る
あ
い
だ
に
・
野
心
家
ど
も
は
官
僚
と
な
り
、
富
寮
と
む
す
び
つ
き
、
金
儲
け
の
た
め
に
万
人
を
犠
牲
と
す
る
今
日
の
経
済
組
織
社
会
を
つ
く
っ

た
o
こ
の
こ
と
が
有
っ
て
七
十
年
、
吾
人
は
益
々
不
幸
と
な
り
・
疲
弊
が
加
わ
り
生
活
が
窮
迫
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
罪
の
半
は
、
目
標
に
お
い
て
明
確
を

欠
い
た
亭
々
自
身
の
側
に
も
ろ
。
さ
れ
ば
吾
人
は
言
う
・
「
明
確
な
る
冒
陳
を
も
て
」
と
。
以
上
を
総
括
し
て
、
農
民
の
道
は
「
擾
民
の
解
放
は
農
民
自
身
の

手
で
」
と
い
う
こ
と
と
・
解
放
の
た
め
に
は
「
明
確
な
日
原
を
も
て
」
と
い
う
こ
と
に
掃
す
る
。

現
在
、
壁
材
は
行
詰
ま
っ
て
い
る
。
生
活
は
零
落
し
流
浪
寸
前
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
否
が
応
で
も
考
え
る
「
自
分
の
汗
で
田
を
作
っ
た
の
に
な
ぜ
収
謹
し

た
米
を
自
分
自
身
の
胃
の
附
に
食
あ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
」
と
。
収
誌
の
半
分
以
上
は
地
主
に
奪
あ
れ
、
そ
の
残
り
さ
え
自
分
の
も
の
と
は
な
ら
ず
、

そ
れ
を
売
っ
て
金
に
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
・
そ
の
金
は
僅
か
で
あ
り
、
結
局
借
銭
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
額
は
語
り
諾
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の

か
現
状
で
あ
る
：
」
う
い
う
生
活
を
続
け
る
か
ぎ
り
首
を
吊
る
よ
り
ほ
か
道
は
な
い
：
」
う
い
う
暮
し
と
は
縁
を
断
つ
べ
き
だ
。

第
一
に
。
作
っ
た
米
を
金
に
換
え
ず
、
農
民
自
身
の
胃
の
腑
に
食
わ
せ
よ
う
で
は
な
い
か
。
い
ま
ま
で
金
を
出
し
て
買
っ
て
い
た
も
の
は
、
貰
わ
ず
に
吾
々

自
身
の
手
で
作
ろ
う
で
は
な
い
か
：
」
う
す
れ
ば
、
金
の
要
ら
な
い
世
の
中
が
忽
ち
来
る
で
は
な
い
か
。

こ
れ
は
原
理
で
も
な
い
、
空
想
で
も
な
い
、
実
地
だ
。
社
会
組
織
が
何
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
他
人
の
も
の
だ
。
ひ
と
の
社
会
紅
綬
は
拙
っ
て
お
け
。

無
祝
せ
よ
。
百
姓
は
百
姓
自
身
の
や
り
方
で
や
ろ
う
。
要
す
る
に
百
姓
は
、
お
れ
た
ち
の
考
え
で
お
れ
た
ち
の
村
を
お
れ
た
ち
で
、
今
、
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
あ
る
o
百
姓
の
中
か
ら
代
議
士
を
出
し
、
か
ね
ら
が
政
府
の
役
人
ど
も
に
な
っ
て
、
百
姓
に
都
合
の
よ
い
法
律
を
作
っ
て
や
ろ
う
な
ど
と
い
う
、
何
十
年

さ
き
の
こ
と
と
も
わ
か
ら
な
い
悪
夢
と
は
違
う
。

農
民
は
な
ぜ
虔
氏
自
身
の
董
絡
ま
っ
て
生
活
を
し
な
い
の
だ
。
あ
る
者
は
反
対
す
る
だ
ろ
う
「
現
在
の
社
会
組
織
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
か
ら
」
と
。
嘘
を

つ
け
ー
・
農
民
諸
君
、
奴
隷
根
性
は
か
く
ま
で
に
深
く
人
間
の
心
に
巣
唸
っ
て
い
る
の
か
。
や
ろ
う
、
為
そ
う
、
行
お
う
と
い
う
重
篤
な
い
。
社
会
組
織
が

変
ら
ね
は
百
姓
自
身
の
村
か
つ
く
れ
な
い
の
で
は
な
く
、
か
れ
自
身
が
鉄
の
く
さ
り
に
自
分
を
し
は
り
つ
け
て
い
る
だ
け
で
、
作
ら
ぬ
か
ら
作
れ
な
い
の
だ
。

今
日
の
社
会
が
い
か
な
る
社
会
組
織
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
誰
も
知
っ
て
い
る
。
法
律
や
裁
判
所
や
蕾
祭
が
誰
の
味
方
で
あ
る
か
を
知
ら
ぬ
若
は
な
い
。
地
主

を
憎
む
こ
と
は
小
作
人
の
子
ど
も
に
し
て
か
ら
が
そ
う
だ
。
そ
う
し
た
社
会
組
織
を
働
き
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
彗
口
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
社
会
組
織
を
働
き
ね
は
な
ら
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
・
政
治
的
組
織
に
よ
っ
て
そ
れ
を
達
成
し
ょ
う
と
し
で
も
駄
目
だ
。
フ
ラ
ン
ス
は
共
和
国
、
日
本

は
天
皇
制
、
伊
大
利
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
そ
の
政
治
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
も
、
資
本
主
義
と
い
う
社
会
本
質
に
関
し
て
は
共
通
で
あ
る
。
い
か
に
法
文
を

つ
く
り
か
え
、
い
か
は
政
治
形
態
を
つ
く
り
か
え
よ
う
と
も
・
社
会
組
織
の
中
心
で
あ
る
経
済
租
穀
の
変
革
が
行
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
社
会
そ
の
も
の
は
全
く

変
あ
る
も
の
で
な
い
。
政
治
制
度
を
通
じ
て
は
社
会
組
織
を
変
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
而
し
て
、
社
会
組
経
を
変
え
る
方
法
は
た
だ
ひ
と
つ
、
社
会
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

中
心
に
お
か
れ
た
経
済
制
度
を
変
革
す
る
こ
と
で
あ
る
。
吾
人
が
「
経
済
行
動
」
と
圭
も
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
経
済
行
動
と
は
い
わ
ゆ
る
組
合
運
動
な



ど
経
済
主
義
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。

現
在
イ
ン
ド
に
お
い
て
行
な
あ
れ
て
い
る
ガ
ン
ジ
ー
運
動
な
る
も
の
は
、
宗
教
的
な
面
が
あ
り
、
無
抵
抗
主
義
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
新
興
イ
ン
ド
民
族

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
・
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
か
ら
の
独
立
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
の
民
族
運
動
で
あ
る
が
：
」
の
運
動
が
、
今
日
の
ご
と
く
盛
ん
に
な
り
、
老
英
国

の
命
運
を
左
右
す
る
大
き
な
勢
力
と
な
り
得
た
の
は
、
ひ
と
つ
の
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ガ
ン
ジ
ー
の
運
動
が
、
い
わ
ゆ
る
政
党
運
動
の
仲
間
入
り
を
せ

ず
、
ま
た
・
理
想
主
義
の
お
説
教
を
す
る
の
で
は
な
く
・
ひ
と
つ
の
注
目
す
べ
き
運
動
形
態
を
と
っ
て
い
ろ
か
ら
で
あ
る
っ

ガ
ン
ジ
ー
ズ
ム
の
と
っ
た
方
法
は
、
ひ
と
つ
の
紺
経
済
行
動
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
民
衆
は
英
国
経
済
と
絶
縁
し
た
。
イ
ン
ド
民
衆
は
英
国
製
の
も
の
は
す
べ

て
ポ
イ
っ
ヅ
ト
を
行
な
い
・
必
雷
調
の
綿
製
品
の
ご
と
き
も
、
不
便
を
忍
ん
で
糸
車
を
ま
わ
し
、
手
製
の
布
を
織
り
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
紡
績
会
社
の
立

派
な
綿
布
の
不
買
同
盟
を
お
こ
な
っ
た
。
租
説
の
ご
と
き
も
聖
文
も
支
払
わ
な
い
。
イ
ン
ド
人
の
と
っ
た
こ
の
経
済
行
動
の
方
法
は
実
に
有
効
で
あ
う
た
。

政
治
的
に
イ
ン
ド
は
英
国
の
植
民
地
で
あ
る
が
、
経
済
的
に
は
イ
ン
ド
は
英
国
と
の
関
係
を
断
っ
た
。

こ
れ
が
ガ
ン
ジ
ー
ズ
ム
の
経
済
行
動
で
あ
る
o
ガ
ン
ジ
ー
ズ
ム
は
不
完
全
だ
、
不
完
全
で
も
。
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
経
済
行
動
で
あ
る
が
故
に
、
英
国
資
本

主
義
は
蒋
実
上
イ
ン
ド
か
ら
勢
力
を
撤
透
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

若
し
、
ガ
ン
ジ
ー
ズ
ム
が
政
治
運
動
で
も
れ
は
・
イ
ギ
リ
ス
は
一
片
の
辞
令
「
爾
今
イ
ン
ド
は
自
治
領
た
る
べ
L
L
と
、
そ
の
租
民
地
に
告
げ
れ
ば
よ
い
。

そ
の
実
質
は
英
国
人
の
イ
ン
ド
た
る
こ
と
宅
も
変
わ
る
こ
と
が
無
い
で
あ
ろ
う
。

農
民
諸
君
：
」
の
教
訓
の
よ
う
に
、
社
会
の
中
心
に
お
か
れ
た
経
済
制
度
そ
の
も
の
を
衝
い
た
な
ら
ば
、
支
配
階
級
は
亡
孟
ま
い
と
し
て
も
、
必
然
的
に
亡

は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
さ
き
に
、
吾
々
が
凄
氏
自
身
の
要
求
に
も
と
す
い
て
摂
村
を
つ
く
れ
と
い
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
経
済
行
動
で
あ
る
か
ぎ
。
、
支

配
階
級
は
そ
の
依
っ
て
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
根
底
を
安
い
、
必
然
に
朗
壊
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

支
配
階
級
を
倒
さ
ね
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
聾
へ
叫
ば
れ
る
が
、
そ
の
方
法
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
お
れ
た
ち
が
お
れ
た
ち
で
お
れ
た
ち
の
村
を
作
る
こ
と
、
こ

の
実
行
に
よ
っ
て
・
支
配
階
級
は
崩
壊
し
・
社
会
組
織
は
変
わ
る
ま
い
と
し
で
も
変
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
こ
こ
に
実
行
せ
ね
は
な
ら
ぬ
経
済
行
動
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
前
に
も
言
及
し
た
が
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
農
村
の
自
給
自
足
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

吾
人
は
ガ
ン
ジ
ー
ズ
ム
で
は
な
く
、
民
族
運
動
で
も
な
い
。
解
放
運
動
で
あ
る
o
農
村
が
為
さ
ね
は
な
ら
ぬ
経
済
行
動
に
竺
夫
眼
目
が
あ
る
。

一
、
自
給
自
足
の
実
行

二
、
共
産
の
実
行

三
、
共
存
共
栄
、
相
互
扶
助
の
実
行

第
一
に
百
姓
の
生
活
は
村
か
ぎ
り
で
や
っ
て
行
こ
う
。
塁
琵
原
瑞
穂
の
国
ぬ
う
ま
れ
き
て
米
が
食
る
え
域
と
は
嘘
の
よ
う
な
雷
、
米
を
つ
く
百
姓
が
米

に
飢
え
る
と
い
う
法
が
ど
こ
に
あ
る
か
。
要
る
も
の
を
町
の
商
人
か
ら
貝
お
う
と
す
れ
ば
こ
そ
生
活
の
零
落
が
あ
る
。
農
民
は
こ
れ
か
ら
は
米
を
売
る
ま
い
。

そ
し
て
、
百
姓
自
身
の
胃
の
腑
に
食
わ
す
が
よ
い
。
百
姓
の
要
る
も
の
は
不
完
全
な
が
ら
村
で
作
ろ
う
。
そ
の
為
め
に
生
じ
る
不
自
由
に
は
耐
え
よ
う
。
ガ
ン



シ
ー
ズ
ム
の
行
な
っ
た
よ
う
に
、
村
の
軽
輩
酒
害
姓
の
自
給
自
足
に
よ
っ
て
行
お
う
で
は
な
い
か
。
人
間
に
聖
に
必
要
な
食
う
も
の
を
作
ら
ぬ
都
会
は

自
給
自
足
は
で
き
な
い
が
、
食
う
も
の
を
土
か
ら
つ
く
る
農
村
富
治
自
足
の
第
－
条
件
が
備
わ
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

米
も
葉
も
副
業
品
も
売
ら
な
い
で
、
金
が
無
く
て
・
ど
う
し
て
村
の
生
活
が
立
つ
か
。
そ
れ
は
今
も
言
う
よ
う
に
、
村
は
食
う
も
の
を
作
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
食
う
も
の
さ
え
あ
れ
は
ほ
か
の
こ
と
は
何
と
か
や
っ
て
行
け
る
。
必
要
な
も
の
は
手
細
工
で
も
で
き
る
。

今
日
の
篤
は
、
農
村
の
本
来
の
性
質
か
ら
は
段
々
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
＝
体
・
蕪
村
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
人
は
、
草
や
木
と
こ
と
な
っ
て
、
大

地
に
根
茎
や
し
葦
に
枝
を
さ
し
の
べ
、
じ
っ
と
し
た
ま
ま
養
分
義
取
し
て
生
き
て
行
く
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
土
地
を
耕
作
し
て
食
物
を
生
産

せ
ね
ば
な
ら
な
い
o
労
働
が
必
要
蕉
以
で
雪
。
胃
の
腑
に
食
わ
せ
る
た
め
…
を
耕
や
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
日
で
は
、
費
の
労
働
が
何
の
目
的
で

為
さ
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
金
を
得
る
た
め
で
あ
る
o
金
に
換
え
る
た
め
だ
。
相
場
を
み
て
讐
蒔
く
．
儲
け
普
的
で
あ
る
。
北
陸
の
あ
る
地
方
の
よ
う

に
オ
ラ
ン
ダ
に
輸
出
す
る
た
め
に
…
リ
ッ
プ
を
華
で
戟
拝
し
た
。
、
信
州
と
か
鷲
な
ど
で
は
桑
を
植
え
て
蚕
蓋
う
の
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
薫
が
鶉
を
嘗
た
め
で
は
な
く
ナ
ノ
リ
カ
に
輸
出
す
る
た
め
で
あ
り
、
都
会
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
ぜ
い
た
く
を
み
た
す
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
ま

た
・
あ
る
雪
国
の
村
で
窒
村
が
耕
作
を
止
め
て
、
金
持
の
息
子
ど
も
の
雪
遊
び
の
道
具
で
雪
ス
キ
ー
の
そ
。
を
つ
く
っ
て
金
儲
け
を
し
ょ
う
と
熱
中
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
農
村
の
本
来
の
す
か
た
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
人
間
に
欠
か
せ
菜
作
。
縫
代
後
れ
と
言
っ
て
嘲
笑
さ
れ
、
糞
も
金
を
攫

よ
う
と
狂
奔
し
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
o
金
の
た
め
に
義
理
大
筒
竿
た
れ
、
望
扶
助
の
な
ら
わ
し
は
地
に
落
ち
た
。
世
の
中
は
み
に
く
い
争
い
ご
と
で

い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
誰
も
が
安
か
ら
ぬ
心
を
抱
い
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
で
は
幸
福
と
言
を
い
o
今
日
の
社
会
組
織
は
金
な
く
し
て
は
生
活
で
き
ぬ
よ
う
に
し
た
。

し
か
し
、
や
ろ
う
と
思
え
は
、
農
村
で
は
、
そ
れ
を
無
祝
し
て
生
活
が
で
き
る
で
は
な
い
か
。

村
の
自
給
足
だ
。
ス
キ
ー
も
蚕
も
チ
ュ
リ
ッ
プ
の
栽
培
も
止
め
よ
う
。
そ
し
て
何
よ
。
食
う
も
の
を
作
ろ
う
。
そ
し
て
片
手
間
曇
る
も
の
撃
細
工
で

こ
し
ら
え
よ
う
。
不
畠
田
で
も
背
に
腹
は
か
え
ら
れ
ま
い
。
村
が
亡
び
る
か
生
き
る
か
と
い
う
重
大
な
時
で
あ
る
。
辛
抱
し
ょ
う
。
か
く
す
れ
ば
金
の
必
要
は

な
い
。
金
を
儲
け
る
必
要
黒
い
o
金
の
安
ら
竃
の
中
薫
る
の
だ
。
金
の
た
め
に
あ
く
せ
く
す
宗
全
に
訣
別
し
人
は
そ
の
能
力
に
応
じ
、
そ
の
の
ぞ
む

場
所
で
は
た
ら
き
嵩
の
生
産
と
畠
葦
有
し
て
よ
。
よ
い
消
費
が
纂
さ
れ
る
。
村
で
生
活
す
れ
ば
一
厘
も
い
ら
ぬ
、
ま
た
と
な
い
よ
い
磐
で
あ
る
。

今
日
の
村
は
も
う
行
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
叫
び
は
嘘
で
も
浮
れ
は
法
撃
も
な
い
。
全
国
撰
民
の
血
の
出
る
よ
う
な
切
措
、
真
剣
な
叫
び
で
あ
る
：
－
の
機
に
こ
そ
、
金
を
農
村
か
ら
慧
し

村
の
自
給
自
足
を
行
な
う
た
め
に
・
農
村
を
糾
合
す
る
こ
と
は
、
そ
の
機
会
は
今
日
を
措
い
て
は
な
い
。

入
監
会
の
基
調
が
共
存
藁
・
相
互
扶
助
に
あ
る
こ
と
善
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
金
銭
の
た
め
に
利
害
が
衝
突
し
、
互
に
富
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
村
か
ら
金
が
消
え
、
村
は
大
き
な
ひ
と
つ
の
家
族
と
な
っ
た
い
ま
、
吉
凶
禍
福
は
み
な
が
分
け
合
お
う
で
は
な
い
か
。
俺
の
も
の
、
他
人
の
も
の
と

角
突
き
合
わ
す
ま
い
。
百
姓
は
一
様
に
野
苗
て
肩
を
な
ら
べ
て
共
同
で
耕
作
し
・
種
を
蒔
き
、
潅
漑
を
つ
け
、
窪
を
し
、
味
噌
も
醤
油
も
共
同
で
つ
く

。
、
共
同
で
使
用
し
、
発
動
機
も
、
精
米
も
、
揚
水
ポ
ン
プ
も
、
噴
霧
器
も
、
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
も
の
は
共
同
で
提
供
し
合
お
う
で
は
な
い
か
。



能
力
に
応
じ
て
は
た
ら
き
、
い
る
も
の
を
共
同
倉
庫
か
ら
自
由
に
持
ち
出
し
、
共
存
共
栄
の
共
産
の
村
に
か
え
ろ
う
。
差
別
も
な
け
れ
ば
支
配
も
な
い
。
村

は
活
気
づ
き
・
男
女
は
自
由
で
、
創
造
的
篇
神
が
生
き
生
き
と
は
た
ら
き
、
撰
村
新
生
の
み
ち
を
辿
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
全
村
運
動
で
あ
る
。

さ
て
、
蜜
に
解
決
せ
ね
は
な
ら
ぬ
三
つ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

一
、
自
給
自
足
で
き
ぬ
も
の
　
　
二
、
納
税
　
　
三
、
年
貢
米
な
ど
の
こ
と

以
上
の
三
つ
で
あ
る
。

農
村
の
自
給
自
足
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
o
町
か
ら
も
部
会
の
商
人
か
ら
も
何
も
貝
あ
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
肥
料
は
ど
う
す
る
か
。
吾

べ
は
豆
筒
の
は
か
な
に
も
金
肥
を
使
用
し
な
い
で
立
派
に
取
持
を
あ
げ
て
い
る
村
を
沢
山
知
っ
て
い
る
。
熟
捺
し
た
多
収
攫
栽
培
者
は
余
り
金
肥
を
使
用
し
て

い
な
い
。
化
学
肥
料
を
使
わ
な
い
で
耕
作
す
る
に
は
自
然
肥
、
温
度
、
耕
作
深
度
、
通
風
、
播
種
法
等
に
充
分
な
注
意
を
向
け
れ
ば
よ
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
新
聞
や
雑
誌
も
村
は
購
読
す
ま
い
。
そ
れ
ら
は
町
の
労
働
着
か
ら
寄
贈
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
部
落
の
掲
示
板
で
そ
れ
を
読
め
は
よ
い
。

石
油
ラ
ン
プ
の
村
は
石
油
が
無
く
な
る
で
あ
ろ
う
し
・
電
灯
は
消
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
櫨
の
実
か
ら
は
媛
燭
が
と
れ
、
菜
種
か
ら
は
油
が
と
れ

る
我
慢
の
で
き
な
い
問
題
で
は
な
い
。
日
出
づ
れ
ば
野
に
出
で
没
す
れ
ば
一
日
の
労
働
が
終
る
。
し
か
し
明
る
い
灯
は
い
ず
れ
自
給
自
足
の
工
夫
が
為
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
o
要
す
る
に
村
は
そ
れ
で
も
生
活
が
立
つ
。
物
質
的
に
は
乏
し
く
と
も
生
活
は
却
っ
て
愉
快
と
な
る
。
そ
の
反
対
に
、
農
村
が
町
や
部
会
か
ら
何
も

買
わ
ず
、
銀
行
も
、
郵
便
貯
金
も
用
が
な
く
な
っ
た
と
き
・
肥
料
会
社
も
・
銀
行
も
・
政
府
事
業
も
、
商
人
も
、
資
本
家
も
、
萩
生
す
る
連
射
と
は
逆
に
死
滅

の
湖
に
沈
ま
ね
は
な
ら
な
い
。
自
給
自
足
の
経
済
行
動
は
資
本
主
義
制
度
の
中
心
を
衝
い
て
、
社
会
組
織
を
崩
壊
え
え
ち
び
く
原
動
力
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
は
後
述
す
る
。

町
や
都
会
の
商
人
、
資
本
家
か
ら
農
作
物
と
物
々
交
換
の
提
案
が
あ
っ
て
も
そ
れ
に
応
じ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
自
給
自
足
を
堅
持
す
る
。

若
し
、
都
会
と
農
村
の
あ
い
だ
に
物
々
交
換
を
行
な
え
ば
・
そ
の
尺
度
と
し
て
金
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
交
換
経
済
が
復
活
し
、
資
本
主
義
の
原
点
が
蘇
生

す
る
。
革
命
は
消
え
て
し
ま
う
。

金
を
無
く
す
る
に
は
、
社
会
は
農
村
と
都
会
と
に
分
立
し
て
は
な
ら
な
い
。
分
か
れ
て
い
れ
ば
交
換
が
発
生
し
金
が
発
生
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

故
に
、
社
会
は
こ
の
誤
ま
っ
た
方
向
か
ら
引
返
し
て
、
分
立
し
て
い
る
都
会
と
農
村
と
を
ひ
と
つ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
農
耕
と
工
業
と
が
近
代
的
に

合
体
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
第
一
に
今
日
の
行
語
っ
た
農
村
が
速
か
に
自
給
自
足
を
開
始
し
て
そ
の
端
緒
を
つ
く
る
ほ
か
に
道
は
な
い
。

こ
の
場
合
、
村
落
は
一
時
は
原
始
的
手
工
業
時
代
に
か
え
る
が
：
」
の
運
動
の
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
都
会
の
労
働
者
は
、
農
民
の
こ
の
理
想
運
動
に
共
鳴

し
、
都
会
を
去
っ
て
建
材
に
掃
え
り
そ
こ
で
工
場
的
工
業
を
は
じ
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
勿
論
、
そ
れ
は
初
期
に
は
規
模
は
小
さ
い
。
必

要
な
磯
城
と
か
原
料
は
、
ま
だ
、
資
本
家
の
集
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
改
悪
の
確
実
な
新
芽
は
地
に
蒔
か
れ
た
。
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こ
う
し
て
・
村
の
自
給
自
足
運
動
は
、
一
面
に
於
て
は
村
を
滅
亡
か
ら
救
い
、
他
面
に
於
て
は
そ
れ
は
支
配
階
級
を
働
す
原
動
力
と
な
る
と
同
時
に
、
吾
々

の
目
標
で
あ
る
農
工
合
体
の
自
由
コ
ソ
、
・
、
エ
ソ
建
設
の
第
一
歩
と
な
る
。

「
お
れ
た
ち
が
お
れ
た
ち
で
お
れ
た
ち
の
村
を
作
る
」
こ
の
自
給
自
足
運
動
は
、
村
か
ら
村
へ
伝
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
、
日
本
の
各
地
で
農
民



運
動
は
頻
発
し
て
い
る
が
、
言
が
こ
こ
に
瑳
増
し
た
よ
う
な
運
動
薫
ら
な
い
も
の
が
少
く
な
い
。
新
聞
も
雑
誌
も
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
る
。
そ
の
伝
讐
恐

怖
す
る
か
ら
で
あ
る
o
雪
は
進
ん
で
村
か
ら
村
へ
こ
の
思
想
を
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
聯
合
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
運
動
が
海
岸
の
村
と
・
山
間
の
村
と
に
行
わ
れ
、
そ
の
両
者
が
聯
合
す
れ
ば
壁
が
山
間
の
村
に
お
く
ら
九
、
塩
飢
慧
解
決
す
る
し
、
村
に
住
ん
で
い

な
い
者
で
あ
っ
て
も
：
」
の
運
動
に
共
鳴
す
る
も
の
は
次
第
に
そ
の
教
を
増
し
、
こ
れ
ら
の
人
に
は
農
村
の
困
難
に
及
宗
ぎ
。
の
援
助
の
手
を
差
し
の
は
す

蟹
一
に
納
税
の
こ
と
で
あ
る
が
、
衆
知
の
よ
う
に
今
日
の
窮
迫
せ
る
農
村
は
、
納
税
す
る
し
な
い
よ
り
も
、
現
実
と
し
て
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
。

凡
そ
租
税
く
ら
い
理
由
の
な
い
搾
取
は
な
い
。
政
府
は
凄
民
が
額
に
許
し
て
零
細
な
結
晶
を
し
て
も
奪
っ
て
行
く
。
そ
れ
を
何
に
使
用
す
る
の
か
。
裁
判
所

や
警
察
や
憲
兵
ど
も
を
つ
く
る
費
用
と
す
る
。
そ
の
者
達
は
誰
の
味
方
か
、
誰
の
た
め
に
働
ら
い
て
い
る
か
。
大
砲
や
軍
歴
や
参
謀
本
部
の
機
密
費
に
な
る
。

資
本
家
ど
も
が
金
儲
け
の
た
め
写
る
戦
争
の
準
備
で
崇
い
か
。
政
府
の
役
人
や
、
軍
人
や
、
巡
査
ど
も
は
、
十
年
か
十
五
年
間
、
人
民
ど
も
を
見
下
し
て

威
張
っ
て
さ
え
い
れ
ば
恩
給
だ
。
そ
の
と
き
生
れ
て
死
富
で
働
き
つ
づ
け
て
い
る
農
村
の
百
態
に
対
し
て
、
一
体
い
か
な
る
政
府
が
恩
給
を
支
払
っ
た
か
。

百
禁
納
税
し
た
二
億
円
と
い
う
金
が
米
穀
法
で
消
え
て
い
っ
た
が
、
こ
の
大
金
は
一
体
誰
の
手
に
は
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
が
税
金
の
使
い
み
ち
だ
。

百
姓
は
今
日
ま
で
た
だ
む
ざ
む
ざ
と
搾
ら
れ
、
奪
わ
れ
た
の
だ
。
故
簑
府
警
う
で
は
な
い
か
重
税
富
民
の
義
務
で
あ
る
」
と
。
ど
の
よ
う
な
山
間

僻
地
の
と
こ
ろ
に
も
税
金
収
奪
の
役
所
が
あ
る
：
」
九
が
村
役
場
の
ほ
ん
と
う
の
仕
事
だ
。

払
う
わ
け
の
な
い
税
金
は
払
う
ま
い
。
況
ん
や
、
新
し
い
自
給
自
足
の
村
が
い
か
よ
う
な
駕
の
お
か
げ
を
疑
る
だ
ろ
う
か
。
村
の
こ
と
簿
で
皇
的
に

行
う
、
橋
も
か
け
・
道
路
も
つ
く
。
・
護
も
つ
け
、
荒
地
も
ひ
ら
き
・
倉
庫
も
た
て
る
。
嵩
の
仕
事
場
も
つ
く
る
。
一
切
の
こ
と
が
村
の
努
で
為
さ
れ

る
と
き
、
政
府
の
税
金
の
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。

小
学
校
を
漬
す
な
ら
つ
室
、
広
々
と
し
た
建
物
や
・
死
物
の
画
一
的
苔
で
本
当
の
児
童
の
欝
は
で
き
な
い
。
喜
べ
ば
村
民
の
警
使
っ
て
務
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
の
悪
教
育
に
反
抗
し
て
い
る
真
の
音
年
賀
が
村
菜
て
、
半
壊
の
生
活
を
し
な
か
ら
、
悦
ん
で
子
ど
も
の
教
育
を
引
受
け
て
行
な

っ
て
く
れ
る
で
は
な
い
か
o
税
金
の
な
い
と
こ
ろ
村
役
場
は
つ
寮
、
薫
苫
主
的
な
発
案
で
協
議
し
、
寒
行
す
る
村
の
生
活
に
は
二
度
と
村
役
場
の
必
要

は
な
い
。
上
か
ら
治
め
る
－
そ
れ
は
何
の
こ
と
だ
…

聖
一
に
、
地
主
の
年
貢
米
で
あ
。
・
小
作
料
で
あ
り
、
土
地
や
山
林
の
所
有
権
に
つ
い
て
で
あ
る
。

瑞
の
人
間
盤
磐
の
賞
は
知
っ
て
い
る
が
技
征
磐
の
賞
に
つ
い
て
業
知
で
あ
る
。
「
か
れ
掠
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
公
園
の
ロ
ハ
台
の
毛

も
ろ
に
か
か
き
ず
・
朝
鮮
が
日
本
の
も
の
に
な
っ
た
と
聞
い
て
籠
す
る
こ
と
薫
れ
な
い
。
か
れ
は
帰
る
べ
き
家
も
な
く
、
食
う
べ
き
食
物
も
な
く
、
亡

び
行
く
あ
わ
れ
な
身
分
で
あ
。
な
が
ら
二
元
と
三
菱
の
財
産
の
多
寡
に
つ
い
て
争
い
、
抱
春
い
。
蕾
を
も
辞
さ
な
い
」
何
と
い
う
救
い
が
た
い
奴
護

牲
だ
ろ
う
か
。
蕾
と
か
徳
川
と
か
・
か
れ
ら
笑
下
を
治
め
た
と
い
い
・
護
と
い
あ
れ
る
が
、
百
姓
の
耕
し
て
い
る
土
地
を
何
の
こ
と
わ
。
も
富
も
な

く
・
自
分
の
も
の
と
し
だ
大
滝
で
は
な
い
か
。
徳
川
と
い
圭
地
泥
棒
は
、
掌
に
、
百
姓
の
土
地
を
寡
ど
も
の
武
将
ど
も
に
山
分
け
し
、
徳
川
言
年

の
あ
い
だ
、
武
士
階
級
の
も
の
ど
も
が
泥
棒
し
…
地
か
ら
年
貢
米
を
と
。
あ
げ
、
百
姓
の
血
と
汗
と
を
搾
取
し
っ
づ
け
た
。



こ
れ
が
明
治
維
新
と
な
り
落
籍
奉
還
と
な
っ
て
土
地
の
一
都
が
政
府
の
所
有
と
な
り
、
一
都
は
依
然
と
し
て
旧
大
名
の
手
に
の
こ
り
、
泥
棒
さ
れ
た
土
地
は

百
姓
の
手
に
は
全
く
還
っ
て
こ
な
い
。
泥
棒
し
た
奴
は
公
侯
信
子
男
爵
と
華
族
と
な
っ
て
土
地
か
ら
あ
が
る
地
代
、
小
作
料
で
左
り
う
ち
あ
を
き
め
こ
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
今
日
の
地
主
な
る
も
の
が
、
い
か
に
土
地
の
所
有
権
を
主
張
し
て
も
、
も
と
も
と
土
地
は
百
姓
の
も
の
だ
。
吾
々
農
民
に
は
そ
れ
を
奪
い
か
え

す
権
利
が
あ
る
。
地
主
ど
も
が
い
か
に
正
し
い
手
段
に
よ
っ
て
地
主
と
な
っ
た
と
主
接
し
た
と
し
で
も
、
そ
れ
は
そ
の
原
点
で
泥
棒
さ
れ
た
農
民
の
土
地
が
転

々
と
し
て
地
主
の
手
に
わ
た
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
地
主
の
も
て
る
土
地
は
、
泥
棒
さ
れ
た
百
姓
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
竃
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

昔
々
農
民
は
土
地
を
奪
い
か
え
す
権
利
が
あ
る
。
土
地
は
耕
作
す
る
農
民
の
も
の
で
あ
る
。
何
人
も
こ
の
権
利
を
妨
害
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

故
に
、
小
作
料
、
地
代
は
誰
に
も
支
払
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
土
地
は
農
民
が
天
下
御
免
で
自
由
に
使
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
の
に
・
今
日
、
隣
家
の
同
が
三
寸
、
自
分
の
地
所
に
つ
き
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
目
の
色
を
変
え
て
い
が
を
一
口
う
。
測
量
器
や
幾
何
学
を
つ
か
っ
て

自
他
所
有
の
境
界
線
を
強
い
て
明
瞭
に
し
よ
う
と
す
る
。
農
民
諸
君
、
そ
の
愚
を
止
め
よ
う
。
境
界
も
不
用
な
ら
ば
、
畦
も
高
く
つ
く
る
必
要
も
な
い
。
そ
の

私
有
根
性
を
総
て
よ
う
で
は
な
い
か
。
村
民
全
体
で
耕
作
し
ょ
う
、
自
他
の
区
別
の
必
要
は
な
い
。
畦
も
い
ら
ね
は
境
界
の
筒
も
い
ら
ぬ
。
広
々
と
し
た
田
を

共
同
で
作
ろ
う
、
苗
も
収
穫
も
皆
で
や
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
こ
と
は
、
皆
な
の
理
想
で
あ
り
な
が
ら
、
理
想
な
る
が
ゆ
え
に
近
づ
き
が
た
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
実
現
を
図
ろ
う
と
し
な
か
っ

た
。
全
く
遺
俵
の
き
わ
鼻
で
あ
る
。
理
想
は
近
さ
に
あ
る
の
に
、
あ
え
て
近
よ
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
た
だ
ひ
と
つ
・
現
在
の
社
会
紅
綬
を
は
じ
め
に
崩
壊
さ
せ
な
け
れ
ば
・
新
し
い
社
会
建
設
は
で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
か
し
不

要
で
あ
る
。
要
は
・
農
民
自
身
の
自
主
と
発
案
で
自
給
自
足
を
中
心
と
す
る
村
を
作
れ
ば
よ
い
点
に
気
付
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
他
人
に
要
求
す
る
の
で

な
く
、
農
民
が
、
農
民
自
身
で
、
そ
こ
に
今
述
べ
た
よ
う
な
村
を
は
じ
め
ろ
こ
と
で
あ
る
。

も
し
・
「
国
家
」
が
真
に
人
民
の
幸
福
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
：
」
う
し
て
生
れ
た
農
民
の
「
共
同
社
会
」
に
対
し
、
国
家
は
尊
敬
の
念
を
も
っ

て
理
想
の
実
現
を
祝
福
し
て
く
れ
る
の
が
道
理
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
木
に
よ
っ
て
魚
を
求
む
る
に
ひ
と
し
く
、
国
家
な
る
も
の
は
、
か
ね
ら
が
考
え

た
一
定
の
社
会
組
織
を
社
会
組
織
と
し
て
吾
々
に
強
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
部
の
特
権
を
維
持
す
る
体
制
の
保
持
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
無
紋
の
「
法
律
」
が
存
在
し
、
刑
務
所
が
吾
々
を
待
っ
て
い
ろ
。

故
に
、
政
府
、
役
人
・
警
察
・
ブ
ル
ジ
8
7
お
か
か
え
の
教
育
家
ど
も
が
、
口
を
そ
ろ
え
て
こ
の
「
共
同
社
会
」
を
目
指
し
て
「
秩
序
破
聖
と
言
っ
て
迫

害
と
圧
迫
と
を
加
え
ろ
こ
と
は
何
等
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
し
か
し
、
事
実
は
そ
の
逆
で
あ
っ
て
「
社
会
秩
序
」
を
薫
る
も
の
こ
そ
実
に
こ
の
奴
輩
で
あ
る
。

こ
の
奴
輩
と
の
た
た
か
い
は
、
か
れ
ら
と
戦
う
こ
と
で
は
な
い
。
か
れ
ら
と
「
政
治
的
」
に
た
た
か
ら
よ
り
も
、
前
言
し
た
よ
う
に
「
経
済
行
動
」
、
自
給

自
足
の
戦
術
を
飽
く
ま
で
死
守
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
・
吾
人
は
「
共
同
社
会
の
防
衛
を
行
あ
ね
ば
な
ら
な
い
。
防
衛
の
た
め
に
接
戦

あ
わ
は
な
ら
ぬ
。
吾
々
と
し
て
は
戦
う
の
は
本
義
で
は
な
い
。
し
か
し
、
支
配
階
級
の
老
た
ち
が
共
同
社
会
の
破
壊
に
出
で
る
な
ら
ば
：
」
九
に
対
抗
し
て
共

同
社
会
を
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
敵
の
暴
力
に
対
し
て
は
暴
力
も
止
む
を
得
な
い
。
そ
れ
は
村
を
愛
す
る
愛
村
心
の
自
然
の
発
露
で
あ
る
。



し
か
し
、
村
人
だ
け
で
は
な
い
。
支
配
階
級
の
不
条
理
な
る
暴
挙
ぬ
対
し
て
は
、
摂
氏
だ
け
で
は
な
く
農
民
と
心
を
同
じ
く
す
る
無
産
階
級
の
同
志
は
立
ち

上
が
る
こ
と
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
支
配
階
級
の
走
狗
と
も
言
う
べ
き
俗
吏
、
官
僚
に
い
た
っ
て
は
・
農
民
に
対
す
る
徒
な
る
怒
抗
を
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

解
放
と
は
・
片
々
た
る
か
れ
ら
に
復
仇
を
加
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
・
か
れ
ら
が
事
理
を
あ
さ
ま
え
で
暴
挙
に
出
る
な
ら
ば
防
衛
的
抵
抗
は
止
む
を

得
ま
い
。
お
そ
ら
く
農
民
運
動
に
対
す
る
支
配
階
級
の
暴
圧
に
比
例
し
て
・
い
ず
こ
か
ら
と
な
く
政
府
上
層
の
要
路
の
者
に
天
誅
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
必
然

の
成
行
き
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
村
か
ら
村
へ
新
し
い
「
共
同
社
会
」
の
運
動
の
火
の
手
が
あ
が
り
、
既
成
権
力
が
狂
奔
し
、
物
情
騒
然
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

村
は
自
給
自
足
を
固
く
し
・
肝
癌
ど
も
が
如
何
に
刺
を
以
て
農
作
物
の
売
り
あ
た
し
を
の
ぞ
も
う
と
も
、
村
は
決
し
て
そ
れ
に
応
じ
な
い
。
反
対
に
万
－
、

目
前
の
利
益
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
自
給
自
足
が
く
ず
れ
れ
ば
、
そ
の
瞬
間
に
農
村
は
ふ
た
た
び
貧
困
な
る
古
い
震
村
に
復
帰
す
る
こ
と
が
必
至
で
あ
る
。

反
対
に
、
村
の
構
神
と
筒
袖
と
、
「
共
同
社
会
」
に
投
じ
て
く
る
着
は
、
拒
む
理
由
は
全
く
な
い
。
否
、
都
市
の
工
場
労
働
着
諸
君
！
諸
君
が
来
た
り
投

ず
る
こ
と
は
全
村
が
あ
げ
て
望
ん
で
い
る
。
労
働
着
諸
君
・
諸
君
は
資
本
家
と
の
収
攫
少
な
き
抗
争
か
ら
足
を
洗
っ
て
、
「
共
同
社
会
」
に
投
じ
て
ほ
し
い
。

常
、
憲
が
そ
の
課
し
た
技
能
で
費
を
は
じ
め
鷲
の
工
業
製
品
を
こ
し
ら
え
て
く
れ
る
こ
と
を
待
掌
る
古
の
だ
。

こ
う
し
て
部
市
の
労
働
者
が
移
り
住
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
村
は
単
な
る
「
共
同
農
村
」
で
は
な
く
て
「
共
同
社
会
と
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

さ
て
、
廣
村
の
自
給
自
足
の
実
行
に
ょ
っ
て
・
都
会
に
於
て
は
い
か
な
る
現
象
が
現
あ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
第
一
に
は
食
料
岳
の
欠
乏
で
あ

る
。
食
料
品
の
欠
亡
に
つ
い
で
起
こ
る
食
料
品
の
価
格
騰
貴
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
寒
暖
計
の
水
銀
柱
の
ご
と
く
う
な
ぎ
の
ぼ
り
に
上
昇
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

低
廉
な
る
賃
銭
に
逆
比
例
す
る
物
価
の
昂
膳
は
、
都
会
に
於
て
何
が
お
こ
ろ
か
o
ド
イ
ツ
も
、
イ
タ
リ
ー
も
、
ロ
シ
ア
も
：
」
の
よ
う
な
状
況
で
民
衆
の
暴
動

が
勃
発
し
て
、
そ
れ
は
革
命
の
方
向
に
む
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
で
は
、
そ
の
と
き
、
・
ハ
ソ
に
な
や
む
無
産
婦
人
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
シ
∋
ソ
が
食
料
日
詰

と
穀
物
倉
庫
を
襲
い
、
掠
零
し
：
」
九
を
き
っ
か
け
と
し
て
一
九
一
七
年
の
革
命
燐
火
が
発
生
し
た
。

逆
に
、
都
市
工
場
の
生
産
す
る
い
か
な
る
物
資
も
虔
村
は
購
入
し
な
い
。
イ
ン
ド
人
が
イ
ギ
リ
ス
綿
布
を
買
わ
な
か
っ
た
よ
う
に
。
金
融
機
関
の
倒
産
が
起

こ
っ
て
く
る
o
政
府
は
倒
閣
し
、
混
乱
が
必
至
で
あ
る
。
労
働
者
は
今
や
か
れ
ら
を
尾
鰭
す
る
資
本
家
が
い
な
い
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
労
働
者
の
運
営
と
管

理
が
行
わ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

社
会
変
革
は
必
至
で
あ
る
。

由
来
、
ロ
シ
ア
革
命
も
、
ド
イ
ツ
革
命
も
・
フ
ラ
ン
ス
革
命
も
、
一
切
の
革
命
は
何
故
失
敗
に
お
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
た
ず
ね
れ
ば
、
革

命
が
都
会
に
お
こ
っ
て
都
会
に
終
わ
る
の
故
で
あ
る
。
い
か
に
既
成
権
力
が
倒
れ
よ
う
と
も
、
部
会
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
都
市
は
食
握
を
農
村
に
も
と
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
力
が
有
る
ま
い
と
し
て
も
・
食
瞳
の
徴
発
の
た
め
に
権
力
が
生
ま
れ
、
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
は
免
れ
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
諸
輯
物
々
：
」
九
に
伴
っ
て
旧
に
復
し
、
か
の
革
命
は
空
し
く
消
え
去
っ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

故
に
、
解
放
は
解
放
の
方
法
を
え
ら
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
繰
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
農
村
を
骨
子
と
す
る
自
給
自
足
の
「
共
同
社
会
建
設
よ
。
ほ



か
に
方
法
は
な
い
。

今
日
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
「
吾
人
は
起
た
わ
は
な
ら
空
と
。
そ
こ
に
約
束
さ
れ
る
意
味
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
支
配
階
級
を
く
つ
が
え
す
こ
と

か
の
ご
と
く
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
は
容
易
に
暴
力
に
立
た
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
吾
人
は
起
た
ね
は
な
ら
里
と
い
う
意
味
が
、
今
日
、
農

村
が
自
給
自
足
を
実
行
し
、
共
同
と
相
互
扶
助
を
実
行
す
る
こ
と
を
指
し
、
民
衆
は
村
に
か
え
り
、
民
衆
自
ら
の
生
活
を
「
共
同
社
会
」
に
い
と
な
む
こ
と
で

あ
る
と
き
、
そ
こ
に
加
あ
っ
て
く
る
支
配
昭
治
の
暴
圧
で
あ
れ
ば
、
人
は
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
創
造
的
暴
力
に
よ
っ
て
暴
圧
に
抗
す
る
こ
と
は
「
暴
力
第
一
主

義
」
と
は
全
く
実
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
支
配
階
給
の
社
会
組
織
に
お
か
ま
い
な
く
、
農
民
の
自
主
に
よ
る
発
生
し
た
「
共
同
社
会
」
は
、
支
配
階
給
の
あ
が
き
に
よ
っ
て
変
え
ね
は
な

ら
ぬ
も
の
は
何
も
な
い
。
た
だ
、
あ
た
ら
し
く
都
市
を
捨
て
て
農
村
に
移
っ
て
き
た
人
達
の
た
め
に
共
同
社
会
の
成
員
は
増
し
、
そ
の
人
に
は
「
共
同
社
会
」

の
中
で
・
な
に
か
の
有
益
な
工
業
生
産
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
農
村
に
於
げ
ろ
工
業
を
完
全
に
行
な
う
た
め
に
、
人
々
は
発
案
し
、
協

力
し
・
都
市
に
集
中
し
て
い
る
工
場
の
「
共
同
社
会
」
へ
の
分
散
を
は
か
り
、
凄
村
社
会
の
中
に
立
派
な
共
同
工
場
が
建
っ
て
行
か
ね
は
な
ら
ぬ
。

度
村
が
自
給
自
足
を
実
行
す
る
段
階
と
し
て
、
都
市
か
ら
の
移
住
者
が
、
手
工
業
を
ま
ず
始
め
た
の
と
は
逆
に
、
都
市
は
、
革
命
の
後
は
す
ぐ
さ
ま
耕
作
の

た
め
に
忙
し
く
立
ち
は
た
ら
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
田
畑
を
開
拓
し
て
食
う
も
の
を
作
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。
旧
部
市
も
旧
養
村
も
存
在
し
な
い
。
ど
れ

も
が
自
給
自
足
、
相
互
扶
助
の
「
共
同
社
会
」
で
あ
る
。

農
民
諸
君
！
　
村
を
救
う
も
の
は
上
述
し
ぎ
だ
っ
た
よ
う
に
塵
氏
自
身
の
ほ
か
に
な
い
。
諸
君
が
、
今
す
ぐ
、
自
給
自
足
の
「
経
済
行
動
」
を
実
行
す
る
こ

と
だ
。
も
し
、
そ
れ
が
い
や
な
ら
都
会
に
巣
喰
う
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
の
餌
食
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

昏
々
が
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
辛
を
攻
撃
す
る
と
、
多
勢
の
中
に
は
不
思
議
に
思
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ボ
ル
と
て
も
社
会
の
変
革
を
目
的
と
し
て
い
る
の

に
、
な
に
故
・
か
れ
ら
を
批
難
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
不
審
を
い
だ
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
社
会
の
変
革
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
重
臣
を
倒
し

て
徳
川
の
天
下
に
す
る
の
も
社
会
変
革
で
あ
る
。
し
か
し
、
吾
々
民
衆
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
畠
臣
の
天
下
で
あ
ろ
う
と
徳
用
の
天
下
で
あ
ろ
う
と
、
農
民
生

活
が
解
放
さ
れ
な
い
こ
と
に
於
て
は
、
全
く
等
し
く
百
姓
の
敵
で
あ
る
。

地
主
・
資
本
家
の
政
府
は
い
は
は
豊
臣
だ
。
こ
の
既
成
支
配
階
級
の
政
権
を
う
ぼ
っ
て
、
権
力
を
自
己
の
掌
中
に
お
さ
め
、
天
下
の
支
配
者
に
な
ろ
う
と
す

る
の
が
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
で
あ
る
。
ボ
ル
シ
チ
ウ
ィ
キ
は
徳
川
で
あ
る
。
徳
川
に
対
し
、
豊
臣
些
一
・
一
五
だ
の
、
四
・
二
ハ
だ
の
と
い
っ
て
、
自
己
政
権
を

守
る
た
め
に
弾
圧
を
徳
川
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
加
え
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
の
ふ
た
つ
の
支
配
勢
力
が
、
自
己
を
有
利
に
み
ち
び
く
た
め
に
一
般
民
衆
の
支
持
を
待
よ
う
と
し
て
、
あ
た
か
も
自
分
が
民
衆
解
散
の
天
使
か
の
よ
う
に

嘘
八
百
を
つ
ら
ね
、
民
心
の
収
態
に
こ
れ
つ
と
め
て
お
る
た
め
に
、
政
府
に
胡
麻
化
さ
れ
ぬ
人
で
も
、
ポ
ル
の
言
辞
に
は
と
か
く
胡
麻
化
さ
れ
易
い
。
塾
臣
を

倒
し
て
徳
川
に
な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
の
に
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
ポ
ル
シ
ェ
グ
ィ
キ
が
社
会
の
変
革
を
企
て
て
い
る
の
を
見
て
、
一
も
二
も
な
く
自
分

達
の
味
方
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
す
る
の
で
あ
る
。
ポ
ル
シ
ェ
グ
ィ
キ
が
若
し
都
市
で
権
力
を
掌
垣
し
、
赤
色
政
府
を
樹
立
す
れ
ば
、
農
民
の
位
地
は
ど
う



な
る
か
。
ボ
ル
の
三
ソ
ル
下
の
三
カ
が
村
に
や
っ
て
き
て
百
姓
に
命
令
す
る
、
第
－
に
「
農
作
物
の
強
制
徴
発
」
で
あ
る
。
農
民
の
生
産
物
は
、
あ
る
場

合
に
は
巷
酵
用
の
種
子
ま
で
掠
奪
し
て
行
く
。
も
し
命
令
に
造
反
す
れ
塞
消
さ
れ
る
。
そ
の
残
忍
冷
轟
き
は
帝
政
時
代
を
凌
駕
す
る
も
の
が
あ
る
。
否
、

ポ
ル
シ
干
ヴ
ィ
キ
の
遣
方
は
・
ま
ず
、
第
一
に
警
察
力
を
わ
が
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
替
祭
の
中
に
秘
密
警
察
を
作
る
こ
と
で
あ
る
：
」
九
は

ナ
チ
ス
が
用
い
た
方
法
で
：
」
の
方
法
で
何
万
人
と
い
う
農
民
が
裁
判
な
し
に
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
反
革
命
の
名
の
下
に
で
あ
る
：
」
九
が
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ

キ
の
常
套
手
段
で
あ
る
。
な
に
が
農
民
の
解
放
か
。

こ
う
し
て
全
露
擾
村
案
ル
シ
こ
ウ
ィ
キ
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
た
こ
の
農
民
の
血
は
怒
り
に
燃
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
反
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
の
空
気
は
農

村
に
軟
が
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
は
す
で
に
こ
の
こ
と
を
予
期
し
て
、
近
来
、
掌
「
国
営
農
場
」
（
ソ
フ
竿
ズ
）
の
増
設
に
努
め
つ
つ
あ
る
。
致
府
は
枢
要
な
土
地
に

政
府
の
領
地
を
さ
だ
め
、
そ
こ
茎
国
か
ら
「
失
業
労
働
者
」
や
・
「
蜃
具
…
地
を
有
だ
な
い
貧
し
い
輿
奴
た
ち
」
を
よ
せ
、
あ
つ
め
、
低
廉
な
「
賃
銭
」
で

か
れ
ら
を
酷
使
し
、
民
間
の
ト
ラ
ク
タ
ー
と
か
、
肥
料
な
ど
義
占
し
て
、
役
人
の
監
現
下
に
農
作
物
の
生
産
に
狂
奔
し
て
い
る
の
で
雪
が
：
」
九
は
将

来
・
一
般
の
費
が
団
結
し
て
解
放
の
ム
シ
義
の
も
と
に
ボ
ル
シ
…
ィ
キ
政
権
に
対
し
て
反
乱
薫
こ
し
た
と
き
、
ボ
ル
藩
の
保
有
竃
と
し
て
準
備

す
る
用
意
に
は
か
な
ら
な
い
‥
」
の
明
瞭
な
葵
を
か
れ
ら
は
何
と
言
っ
て
胡
麻
化
し
て
い
る
か
、
白
く
「
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
簑
村
の
開
発
に
つ
と
め
、
盛

ん
に
ト
ラ
ク
タ
ー
を
人
民
に
支
給
し
・
欝
や
排
水
に
つ
と
め
、
農
務
技
術
の
農
具
を
鮮
造
し
、
化
学
肥
料
を
按
興
し
、
農
業
の
個
人
経
営
か
ら
協
同
農
場
化

に
努
力
し
・
農
村
の
社
会
主
義
化
と
産
業
五
ヶ
年
計
割
を
押
し
す
ず
め
て
い
る
、
云
々
」
と
偽
騙
し
て
い
る
。

建
民
諸
君
、
諸
君
は
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ポ
ル
シ
；
ィ
キ
と
は
何
で
あ
る
か
。
ま
た
、
良
民
の
真
の
「
解
放
」
と
、
ポ
ル
シ
ェ
ウ
ィ
キ
の
方
向
と
は

い
か
に
実
る
も
の
で
あ
る
か
理
解
さ
れ
よ
う
。
吾
等
は
、
赤
色
運
動
の
悪
夢
か
ら
さ
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
同
じ
く
、
い
ま
ひ
と
つ
、
陥
り
易
い
誤
信
か
ら
も
且

を
覚
ま
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
農
民
組
合
、
消
費
組
合
、
散
同
組
合
な
ど
に
ょ
っ
て
、
解
放
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
考
え
る
思
想
の
こ
と
で
あ

繰
。
か
え
す
よ
う
で
あ
る
が
、
吾
々
に
強
制
さ
れ
て
い
る
社
会
組
織
に
お
か
ま
い
な
く
・
寛
氏
自
身
の
要
求
に
し
た
が
っ
て
、
い
ま
す
ぐ
自
給
自
足
の
「
共

同
社
会
」
を
つ
く
る
の
か
・
解
放
の
正
し
い
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
農
民
組
合
は
・
小
作
人
が
小
作
人
な
る
立
場
に
於
で
地
主
萎
求
す
る
団
体
で

あ
。
、
消
費
組
合
な
ど
も
算
盤
勘
定
の
う
え
に
立
っ
て
多
少
の
金
銭
上
の
利
益
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
の
考
え
方
で
あ
っ
て
、
解
放
と
い
う
見
地
か
ら
慈
覚
点

が
誤
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
り
に
遵
民
組
合
に
よ
っ
て
、
小
作
人
の
生
活
登
一
細
な
小
作
米
の
減
免
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
小
作
が
小
作
で
あ
る
こ
と
に
何
の
変
化
も
な
い
。
解
放
と

は
小
作
が
小
作
で
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
昔
々
は
掠
奪
さ
れ
た
土
地
を
耕
作
す
る
島
民
に
と
。
も
ど
し
小
作
と
い
う
封
建
制
が
崩
壊
す
る
の
が
目
的
だ
。
凄

民
組
合
は
た
だ
嘆
願
や
協
調
や
、
団
給
に
よ
っ
て
・
払
う
い
わ
れ
な
い
も
の
を
少
な
く
地
主
に
払
う
に
す
ぎ
な
い
。
組
合
運
動
の
発
達
せ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

於
て
革
命
は
決
し
て
起
こ
ら
な
い
が
、
そ
の
晋
は
労
資
の
取
引
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
社
会
組
織
を
根
本
か
ら
改
革
す
る
熊
恵
を
う
し
な
っ
た
英

国
は
・
亡
突
き
民
族
と
し
て
近
来
誉
老
衰
の
域
に
は
い
り
つ
つ
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
消
費
組
合
や
農
民
組
合
の
よ
う
な
「
改
良
運
聖
で
農

民
の
活
力
簑
亡
す
る
ば
か
。
で
雪
。
道
は
た
だ
ひ
と
つ
・
「
窪
済
行
動
」
に
よ
っ
て
、
強
制
さ
れ
て
い
る
現
社
会
籍
と
は
無
関
係
に
、
重
民
の
要
求
す



る
自
給
自
足
の
農
民
の
「
共
同
社
会
」
の
実
行
以
外
に
は
方
法
は
な
い
。

た
し
か
に
、
あ
る
人
に
は
自
給
自
足
の
現
実
性
に
つ
い
て
疑
問
を
も
つ
。

鉄
道
や
、
運
河
や
、
船
舶
に
よ
っ
て
世
界
の
物
資
は
相
互
に
は
こ
ぼ
れ
、
港
は
貿
易
に
賑
わ
い
、
多
く
の
商
品
は
外
国
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
る
。

た
し
か
に
昔
は
、
近
代
産
業
は
特
定
の
先
進
国
の
独
占
で
あ
っ
た
。
英
国
の
造
船
、
綿
布
、
ド
イ
ツ
の
機
械
工
業
な
ど
の
ご
と
く
独
占
で
あ
っ
た
。
し
か
し

世
界
大
戦
を
機
会
に
こ
の
独
占
は
崩
壊
し
た
。
イ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
中
国
、
ど
こ
で
も
何
で
も
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
際
的

独
占
制
は
崩
壊
し
た
。
世
界
的
分
業
は
破
れ
、
資
本
主
義
国
の
過
剰
生
産
が
独
占
を
も
と
め
て
国
際
緊
張
を
惹
起
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

勿
論
、
資
源
の
偏
在
す
る
も
の
も
あ
る
。
石
油
と
か
ゴ
ム
と
か
種
々
有
る
に
は
有
る
。
け
れ
ど
も
必
要
は
「
発
明
の
母
」
だ
と
い
う
が
、
ま
こ
と
に
然
り
で

あ
る
。
必
ず
天
然
の
も
の
に
代
用
す
る
人
造
の
製
品
が
で
き
て
く
る
。
天
然
絹
糸
の
か
あ
り
に
木
材
、
玉
菊
黍
、
蟹
の
甲
殻
か
ら
人
道
絹
糸
が
と
ら
れ
、
書
国

資
本
主
義
の
対
米
輸
出
が
大
打
撃
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
必
ず
し
も
天
産
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
恐
れ
る
に
は
足
り
な
い
。
雪
国
の

北
部
は
甘
擬
に
は
不
適
で
あ
る
が
甜
菜
の
栽
培
は
可
能
で
あ
る
・
こ
れ
ら
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
自
給
自
足
可
能
で
あ
る
か
ら
自
給
自
足
を

な
す
の
で
な
い
〇
人
は
そ
の
土
地
で
生
活
す
る
。
生
活
す
る
が
故
に
、
そ
こ
で
入
用
な
も
の
を
生
産
す
る
の
で
あ
る
‥
」
九
が
本
義
で
あ
る
。
「
要
る
も
の
は

村
で
作
ろ
う
」
こ
れ
が
精
神
的
基
本
で
あ
る
。

世
の
中
に
働
ち
ぎ
た
い
に
も
職
が
な
く
、
生
活
を
求
め
て
も
生
活
が
で
き
な
い
者
が
実
に
無
数
で
あ
る
o
ま
た
、
職
が
も
っ
て
も
妻
子
老
父
母
を
養
う
こ
と

が
出
来
ず
、
ス
ラ
ム
街
に
疲
弊
し
た
生
活
を
お
く
り
、
農
民
の
よ
う
に
早
天
か
ら
耕
作
に
出
て
、
夕
に
星
を
い
た
だ
い
て
辛
苦
し
て
営
々
と
労
働
に
精
出
し
て

も
生
活
を
失
う
著
も
無
数
で
あ
る
o
こ
う
し
た
真
剣
で
・
正
直
、
勤
勉
な
人
達
こ
そ
革
命
の
中
堅
と
な
る
人
達
で
あ
る
。
怠
け
者
で
口
先
き
の
う
ま
い
、
他
人

を
利
用
し
て
う
ま
く
立
ち
ま
わ
る
奴
輩
は
吾
等
の
敵
で
あ
る
。

農
民
諸
君
！
　
も
は
や
多
く
を
言
う
ま
い
。
一
日
も
速
か
に
「
共
同
社
会
」
の
建
設
を
祈
る
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i
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I時報
全
議
員
調
の
嘘
火
と
椎
つ

i
s
f
も
録
に
は
自
ら
姐

の
中
を
勝
つ
・
）
・
－
？
】
れ

農
村
の
解
放
は
期
し
て
成
さ
る

徹
底
的
経
済
闘
争
で
行
け
！

一

　

　

百

　

　

姓

農
村
禽
芝
の
聾
e
a
・
三
に
久
し
い
l

の
た
．
天
下
強
大
に
し
て
こ
れ
を
岡
か

三
十
年
ば
か
り
調
の
o
シ
ナ
で
廊
は
れ

だ
農
奴
龍
雄
の
歴
史
で
あ
る
．
雛
の
噴

競
蝕
の
基
質
だ
．
白
山
重
民
で
i
，
電
線
に
成
業
の
土
鳩
を
蹄
ひ
が
へ
し
に

ニ
ー
に
飴
で
か
日
周
c
民
で
あ
ら
べ
き

鴫
の
非
希
を
論
も
て
l
t
L
や
そ
れ
が

ー
き
、
農
村
を
紋

よ
り
外
に
は
な
い
の

の
腫
時
か
餓
く
館
は
ト

か
ふ
「
帖
バ
ふ
、
能
舞

申
収
に
ふ
ん
は
け
れ
ば
〆

故
に
神
事
心
臓
照
を
ふ
。

よ
の
鴨
．
使
蝕
は
綾
涯

ゆ
き
人
身
の
自
画
を
使

節
舷
の
に
、
今
田
人
身

に
あ
ら
か
◆
一
件
の
調

に
き
土
、
調
力
の
倣
櫨

簾
財
の
農
民
を
娘
祖
に

繁
ち
ぢ
や
な
い
か
．
地

腫
ら
章
l
て
ら
博
に
、
小

腰
部
l
旗
く
て
塵
的
さ

し
か
l
雌
の
法
相
が
隔

足
し
で
あ
る
動
じ
だ
．

見
え
ろ
披
佃
や
収
拾
の


