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の
労
働
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
所
得
だ
け
で
は
賄
い
き
れ
ぬ
支
出
増
大
の
場
合
に 

際
し
て
も
保
障
し
よ
ぅ
と
す
る
も
の
と
に
区
分
す
る
こ
.と
.が
で
き
.る
,0
こ

れ

ら 

は
主
.と
し
.て
労
働
力
を
生
産
要
素
市
場
に
お
い
て
確
保
す
る
こ
と
と
関
連
す
る 

も
の
で
あ
る
が
、更
に
こ
れ
を
総
生
産
過
程
に
.配
分
す
る
た
め
に
は
、生
産
要
素 

を
支
®
す
る
も
の
と
し
て
の
資
本
の
配
分
を
是
正
：す
る
国
民
所
得
苒
分
配
の
政 

:

策
と
も
関
連
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
前
者
の
対
象
は
、王
と
し
て
雇
用
労
働
者 

に
か
ぎ
ら
.れ
る
が
、
後
者
は
労
働
者
の
.み
な
ら
ず
広
く
国
民i

般
を
対
象
と
せ 

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
主
と
し
て
関
連
す
る
の
は
さ
き
の
第
三
の
部
門
で
あ 

る
が
、
こ
の
関
連
が
次
第
に
&
接
に
な
る
に
つ
れ
て
、
か
か
る
部
門
の
性
格
そ 

の
も
の
は
も
と
よ
り
、
社
会
政
策
全
体
の
重
点
に
も
次
第
に
変
化
が
認
め
ら
れ 

る
よ
う
に
な
る
。
社
会
政
策
の
重
点
は
、
こ
れ
ま
で
労
働
市
場
に
お
け
る
労
働

.: 

.一

六(

四
九
八)

,

力
供
給
の
確
保
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
が
、へ
や
が
て
か
か
る
労
働
力
を
生
産 

諸
部
門
に
順
当
：に
配
分
す
る
こ
：と
に
も
そ
.の
関
心
が
.そ
そ
が
れ
は
じ
め
る
。
.価 

値
と
使
用
価
値
と
の
艰
離
が
、
単
に
労
働
办
の
消
費
と
W
坐
産
の
み
な
ら
ず
、
 

お
ょ
そ
社
会
の
総
循
環
に
お
い
て
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
段
階
：に
お
い
て 

は
、
社
会
政
策
も
ま
た
単
に
^
働
者
階
級
の
.み
に
止
ま
る
こ
.と
な
く
、
ひ
ろ
く
. 

国
民
一
般
の
所
得
と
労
働
条
件
と
，を
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ 

る
0

■.

〔

後
記〕

；

本
篇
'は
昨
春
の
社
会
政
策
学
会
第
一
七
固
大
会
に
ぉ
け
る
共
通
論 

題

「

社
会
政
策
の
研
，究
方
法」

に
関
す
る
筆
者
の
報
告
に
加
簕
し
た
も
の
で
あ

農
業
革
命
の
原
因
分
析
の
た
め
の

か
つ
て
筆
若
は
、
共
同
放
牧
の
慣
行
が
農
業
経
営
で
持
つ
意
義
に
つ
い
て
触 

れ
た
こ
と
の
あ
っ
た
さ
い
に
、
か
か
る
慣
行
の
破
棄
が
、
基
本
的
に
は
、
休
作 

地
に
お
い
て
牧
草
栽
培
が
進
行
す
る
過
程
で
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

に
言
及

(

ニ〕

し
た
。

さ
し
あ
た
っ
て
の

|
^
|は
、

そ
う
い
っ
た
経
営
上
の
変
革
が
起
ら
な
け
れ
ば 

な
ら
な
か
っ
た
^
ft
を
、
#
業
そ
れ
自
体
の
^
®
過
程
に
即
し
て
み
る
こ
と
で

(

三)

，あ
る
。
か
か
る
変
革
で
、
線
劃
が
、
つ
ま
り
は
経
営
の
近
代
化
が
進
.む
わ
け
で 

あ
る
が
、
十
八
|»
:
紀
の
段
階
で
こ
れ
を
必
然
た
ら
し
め
た
諸
矛
盾
は
、
農
業
経 

営
の
う
ち
に
ど
う
露
呈
し
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
。
耕
作
と
牧 

養
を
両
立
さ
せ
る
た
め
共
同
規
制
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
農
業
経
営
を
、
発
展 

の
限
界
に
お
い
て
捉
え
る
ど
す
れ
ば
、
技
術
的
に
ど
う
い
う
段
階
に
あ
っ
た
と 

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
本
稿
で
は
、
そ
う
い
っ
た
^
に
つ
い
て
触
れ 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
業
に
お
け
る
近
代
化
の
必
が
性
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の 

農
業
苯
命
の
原
因
分
析
の
た
め
の
一
視
点•

一

視

点

'

,
渡：邊
•國廣

を
、
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
か
か
る
必
然
性
が
、
耕
作
と
牧
養

.

3

の
均
衡
を
打
破
る
事
態
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と

す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
、
具
体
的
に
ど
う
現
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
ろ
う 

J>
0

*

こ
こ
で
は
、
農
業
革
命
に
よ
っ
て
、

休
作
地
で
の
共
同
放
牧
を
排
除
す
る 

た
め
の
運
動
と
み
る
。
共
同
放
牧
に
か
わ
っ
て
、
休
作
地
が
ど
う
利
用
さ
れ 

る
よ
う

に
な
っ
た
か
は
、
地
*
に
よ

っ
て

違
う
0
た
■だ
い
え

.る
こ
と
は
、
か 

か
る
経
営
上
の
変
革
が
フ
ラ
ン

ス
で
、

ほ
と
ん
ど
十
八
世
紀
の
中
葉
以
降
を 

ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

註

.一

拙

稿

v
a
i
p
e
u
t
u
r
e

考

—:
s

学
会
雑
誌
笫

.7 !

.十
一
巻
笫
十 

一
号
四
五
I
六
0
頁
。

重
ね
て
。
ブ
.ロ
ッ
ク
は
、「

厳
密
性
と
い
う
こ
と

で
模
餹
と
^

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
'法
律
用
語
が
、
少
な
く
と
も
十
八
世
紀 

以
来
、
そ
.の
用
法
を
施
定
し
た
の
は
、
ま
.っ
た
く
違
っ
た
意
味
に
お
い
て
で 

あ
る」

と
㈱
じ
、
<5
s.
s
 p

£
t
u
r
e

が

「

ま
っ
た
く
の
荒
廃
地
や
森
林
に
対

一

七(

四
九
九)



す
る
放
牧」

で
は
な
い
と
し
.て
い
る
。
か
か
る
理
解
は
ま
た
、
ブ
ロ

ヴ
ク
に 

従
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
農
村
の
諸
権
利
が
解
釈
す
る
と
こ
ろ
と
一
致
し
て
.い
た
。
 

以
上
に
ら
い
.て
•は
、A

l
m
a

'^s. c
r
h
l
s
t
o
i
r
e
.
^
c
o
n
o
m
i
q
u
e

 .et. sociale, 

t
oo
p
n
n
i
e 

1
9
3
6
)
，
p. 4

0
1
,
n
.
1

を
参
照
。

註

ニ

こ
こ
で

「

基
本
的
に
は」

と
い
っ
た
'の
は
。
葡
萄
を
蹲
門
に
栽
培
し
、

ま
た
家
帝
を
専
業
に
飼
育
す
る
と
い
う
仕
方
で
休
作
地
を
駆
逐
し
た
地
方
の 

あ
っ
た
こ
と
が
、
当
然
に
問
題
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
.な
い
と
思
>
た
か
ら 

，で
あ
る
。
農
業
革
命
を
、
そ
'の
典
型
的
な
姿
に
お
い
そ
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
 

か
か
る
場
合
は
除
外
し
て
よ
い
。
休
閑
を
廃
止
し
众
が
ら
穀
物
生
産
を
よ
り 

高
い
水
準
に
引
上
げ
る
た
め
農
業
が
頼
る
ベ
き
は
、
休
作
地
を
か
か
る
仕
方

.
で
利
用
し
、
地
力
回
復
の
手
段
を
見
出
す
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ 

で
、
穀
物
生
産
は
、
農
業
で
至
上
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。

驻
三
農
業
史
に
よ
マ
て
、
何
よ
り
も
農
業
そ
れ
自
体
の
歷
史
.と
解
さ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。

一

般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
業
史
に
よ
っ
て
農 

民
.史
と
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
避
け
ら
れ
る
。
農
業
そ
れ
自
体
の
歴
史
と 

し
.て
の
農
業
丸
に
対
し
深
い
観
察
を
重
ね
た
の
ち
に
の
み
、
農
民
の
社
会
.
 

経
済
的
な
在
り
方
：に
つ
い
て
真
の
理
解
が
得
ら
.れ
る
こ
と
を
思
う
べ
き
で
あ

註
四
.
か
か
る
問
題
提
起
が
許
さ
れ
る
の
は
。
フ
ラ
ン
ス
.農
業
の
近
代
化
を
、
 

経
常
形
態
の
側
面
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す4

T

は
、
農
業
経
常
で
い
わ
ば
共
同 

規
制
を
必
要
と
し
な
く
な
る
よ
う
な
、
体
制
転
換
が
一
応
の
指
標
と
し
て
措
.

.
定
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
.い
っ
た
見
解
が
基
底
に
す
え
ら
れ
て
.あ
る
か

—

一
八 

五
0
〇)

ら
に
よ
る
.0
体
制
転
換
が
遂
げ
.ら
'れ
た
の
ち
で
も
、
そ
こ
に
お
い
て
穀
物
生 

.産
が
至
上
な
も
の
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
，い

場
合
の
み
を
、

こ
こ
で
は
考
え
て
い
る
。
 

•

註

五

こ

こ

で「

抜
術
的
に
'

」

と
い
う
場
合
、
さ
し
あ
た
.？
て
は
、
播
褪
の
il
l 

に
対
す
る
収
獲
量
の
割
合
.が
ど
う
な
？
て
い
る
か
の
意
で
あ
る
。

播
稀
じ 

て
、
地
味
に
応
じ
.た
、
し
か
る
べ
き
取
獲
が
得
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
何
ら
問 

題
は
な
い
。
反
対
の
場
合
、/
こ
れ
を
阻
害
し
た
原
因
が
考
察
さ
れ

な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
生
産
力
は
、
生
.産
関
係
を
通
じ
.て
、
実
際
の
生
鹿
と
し
て

現
わ 

れ
る
。
.

「

技
術
的
に」

と
い
う
場
合
、

こ
の
間
の
関
係
が
問
題
で
あ
り
、
生 

產
カ
の
円
滑
な
発
現
.を
阻
止
す
る
よ
う
な
生
，産
諧
関
係
の
指
摘
が
目
的
と
な 

る
。
 

.

註
六
か
か
る
均
衡
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
従
え
ば
、
最
初
か
ら「

か
な
り
不
安
定 

か
つ
不
確
か
な
も
の」

で
あ
っ
た
。B

l
o
c
h
,

 

L
e
s
c
a
x
a
s
t
w
r
e
s
o
r
l
g
i
— 

n
a
u
x

 d
e

 r
E
s
t
o
i
r
e

 r
u
r
a
i
f
r
a
n
g
a
i
w
®
N
o
u
v
e
l
l
e

a'
ic+
i
o
p
, Paris, 

1952, 

A
r
m
a
n
d

 C
o
l
i
n

 p. 2
5

で
の
指
摘
。例
え
ば
、村
落
ft
の
家
畜
が
落 

す
糞
に
対
す
る
領
主
の
異
常
な
ほ
ど
の
執
心
を
み
よ
。Ibid. 

p. 

2
5

の
註 

に
注
意
。
そ
し
て
、「

こ
う
し
た
均
衡
に
つ
い
て
の
配
慮
は」

、「

耕
作
の
よ 

り
進
ん
だ
地
方」

で
大
き
か
っ
た
。Ibid. 

p. 

200
.
従
っ
て
こ
こ
で
均
衡
と 

は
、
拡
大
し
つ
つ
あ
■る
穀
物
生
産
と
、
.家
畜
の
増
加
が
こ

れ
に
見
合
う
場
合 

を
い
う
。
十
八
世
紀
の
技
術
段
階
で
、
家
畜
は
、
肥
料
の
も
っ
と
も
一
般
的 

な
耠
源
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
。
こ
こ
で
.家
畜
.は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
の 

み
.問
題
と
な
る
。
施
肥
は
困
難
で
、
そ
の
補
い
の
た
め
、
当
時
、
何
回
も
鋤

返
し
を
お
こ
な
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
0
も
っ
と
.も
、
鋤
返
し
と
い
う
作
業 

.自
体
も
ま
た
、
大
き
な
樟
害
に
遭
遇
は
す
る
*か
。
役
畜
と
し
て
の
家
畜
の
不 

足
は
、
ほ
と
ん
ど
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
。
所
有
関
係
が
そ
の
利
用
を
阻 

げ
て
い
た
と
い
う
ば
か
り
で
は

な

い

。

絶
対
的
に
も
不
足
で
あ

っ

た
。
»-
»
5:
户

P. 2
5
:

 

.

.

ニ
ハ
'

農
業
で
挑
作
と
牧
養
が
均
衡
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
と
し
て
も
、
1
 

生
産
が
そ
こ
に
お
い
て
至
上
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
.
 

っ
て
さ
し
あ
た

っ

て

は

、

穀
物
生
産
の
層
が
取
上
げ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
も
、
農
業
史
に
よ
っ
て
、
何
よ
り
も
農
業
自
体
の
歴
史
と
解
す
，る
立
場
よ 

り
す
れ
ば
、
収
獲
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
視
点
に
お
い
て
、
つ
ま
り
収 

量
の
問
題
と
し
て
、.
問
題
は
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
分
析
の
対
象
を
、
.ピ
ヵ
ル
デ
ィ
ー
合
地
に
限
ろ
う
。
そ
こ
は
泥
土 

で
お
お
わ
れ
、
概
し
て
地
味
が
こ
.え
て
お
り
、
場
所
に
よ
っ
.て
は
■か
.な
り
肥
妖 

で
あ
っ
た
。
中
世
の
未
以
来
、
そ
の
五
分
の
四
は
開
墾
し
っ
く
さ
れ
て
い
た
。
 

荒
廃
地
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
牧
草
地
も
、
•私
有
に
せ
よ
共
有
に
せ 

よ
、
.ま
？
た
く
な
い
。
救
区
の
三
分
の
ニ
で
は
、
共
同
地
が
不
足
し
て
い
た
。
 

村
落
に
は
、
荒
廃
地
も
、
耕
地
を
ま
も
る
た
め
の
垣
も
溝
も
な
か
っ
た
。
土
地 

は
丈
夫
だ
馬
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
、
三
圃
制
で
、
休
作
地
は
共
同
放
牧
に
ま
か 

せ
ら
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
そ
こ
は
、
穀
物
の
主
要
な
生
産
地
で
あ
り
''
休
作 

地
で
は
羊
の
飼
養
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

し
か
も
'牧
養
の
た
，め
頼
る
べ
き
，.

•

農
業
苯
命
の
原
因
分
析
の
た
め
の1

視
点

は
、
ほ
と
ん
ど
休
作
地
に
限
ら
れ
て
い
た
。
 

.

.
ピ
カ
ル
デ
ィ
ー
で
産
す
る
榖
物
は
、
正
確
に
.い
う
な
ら
ば
、
非
常
に
上
等
な

メ
テ
ィ
ユ
麦
と
、
じ
ば
し
ば
、
か
な
り
純
良
な
小
表
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、

一：
へ
ク
タ
ー
ル
に
つ
き
'一
キ
ン
.タ
ル
四
分
の
一
か
ら
一
キ
ン
タ
ル
二
分
の
一
の

割
合
で
播
種
さ
れ
た
。
従
らV

、

一
 

へ
ク
タ
I
ル
に
つ
い
て
の
^
■
*
は
、
今

.0D

日
に
お
け
る
と
大
差
な
い
と
み
て
い
い
。
の
み
な
ら
ず
、
播
種
す
る
量
に
比
し

て
収
獲
の
量
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
：が
、.
た
え
ず
な
さ
れ
て
は
い
た
。

し
か
し
播
種
量
に
対
す
る
収
量
の
割
合
が
、
/-
ヰ
に
よ
り
、
場
所
に
よ
り
、
耕
作

の
仕
方
に
よ
っ
て
罾
っ
て
来
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、

一
般
に
は
、
 

Q
1)

■
.

 

.、 

•

.

三
倍
か
ら
六
倍
で
あ
る
。
ピ
カ
ル
デ
ィ
ー
で
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

C

 

四)

ピ
カ
ル
デ
ィ
ー
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
分
析
に
従
え
ば
、
例
え
ば
ボ
I
ベ
！
に 

関
し
て
、
南
へ
進
む
と
、
地
味
が
.か
な
り
劣
る
た
め
、
コ
ル
べー

ル
^
^
に
、
 

収
獲
は
、
播
か
れ
た
種
子
の
一
に
対
し
て
五
以
上
と
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
 

精
々
、二
へ
ク
ター

ル
に
つ
い
て
七
キ
ン
タ
ル
二
分
の
一
と
い
わ
れ
た
。
し
ば 

し
ば
収
獲
は
、
播
種
の
量
一
に
対
し
て
四
以
〒
で
あ
っ
た
。
不
作
時
の
一
六
セ 

九
年
に
は
、
収
獲
が
、
播
種
量
の
.一
に
対
しV

 
ニ

..五
以
下
と
な
り
、

一
へ
ク 

タ
ー
ル
に
つ
い
て
四
キ
ン
タ
ル
が
精
々
で
あ
っ
た
。

.

.ま
た
ボ
ー
べ
ー

の
^
の
方
.で
は
、
土
地
が
か
■な

り肥
沃
，で
、
そ
の
う
え
家
畜 

を
賃
借
し
て
.よ
く
施
肥
し
て
い
る
の
で
、
豊
作
時
の
一
六
七
ニ
年
に
は
、.播
か 

れ
た
種
子
の
'一
に
対
し
て
五
•
五
と
い
う
収
獲
を
得
て
い
る
。す
な
わ
ち
一
へ 

ク

タ
ー
ル
に
つ
い
て
、

ほ

と

ん

ど

八

キ

ン

ク

ル
を
上
廻
る
収
獲
で
あ
っ
た
。

こ
の
台
地
の
北
東
部
に
つ
い
て
い
え
ば
、
.肥
沃
な
サ
ン
テ
I
ル
に
接
し
て
、

. 

一
九

.(

五
〇
ー

)

.

ぎ
;-
:錢 

段
^
:
^^

落

變

霞

き

^

.



教
会
の
巨
大
な
i

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、播
か
れ
た
種
子
の「

に
対
し
て
、
 

六
な
.い
し
七
と
.い
>ノ
収
獲
が
あ
っ
..た
。
従
：っ
て.1 「

へ

ク

ター

ル
に
つ
い
て
、
十 

.キ
ソ
.タ
ル
.に
近
，い
取
獲
と
い
え
る
。

も

.？
と

も患
ま
れ
た
た

ソ

ヮ

ソ

ン地
方
で
、
取
獲
は
、

一
へ
ク

タ
I
ル
に
つ 

い
て
十
五
キ
ン
タ
ル
に
達
す
る
。
普
通
、
ピ
カ
ル
デ
ィ
I
合
地
の
全
体
に
つ
い 

て
、
播
か
れ
た
種
子
の
-
に
対
し
て
四
な
い
し
八
と
か
わ
れ
る
。
'地
味
の
.劣
る 

地
方
で
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ょ
り
か
.な
り
低
い
。
.
や
や
ょ
い
地
方
で
、
潘
か 

れ
た
種
子
の
一
に
対
し
て
、
平
均
五
.な
い
し
六
の
収
獲
で
あ
る
。
従
.っ
て
そ
こ 

で
は
、.

一
へ
ク

タ
ー
ル
に
つ
い
て
八
な
い
し
九
キ
ン
タ
ル
と
い
.ぅ
許
算
に
な 

る
。従

っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
全
般
か
ら
み
て
、
か
な
り
い
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
か

か
る
状
況
で
は
、
ピ
力
ル
デ
ィ
ー

の
地
味
と
気
候
に
此
較
し
て
、
か
な
り
少
な

2)い
。
こ
れ
を
、
フ
ラ
ン
ス
で
苗
時
も
っ
と
も
進
歩
し
た
農
業
地
帶
と
い
わ
れ
た

S

フ
ラ
ソ
ド
ル
の
数
字
と
対
比
す
る
と
き
、
か
な
り
劣
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
収
獲
量
は
ま
た
、
ピ
カ
ル
デ
ィ
ー
と
そ
の
周
辺
に
お
け 

る
高
い
人
pi
密
度
に
比
し
て
、
な
お
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
_
実
に
お
い 

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
北
部
、
部
分
的
.に
は
パ
リ
も
、
そ
の
本
質
的
な
食
糧
で
あ
る 

。ハ
ン
の
た
め
の
粉
の
重
要
な
部
分
を
、
ゼ
カ
ル
デ
ィ
I
台
地
に
お
け
る
収
獲
に

(

七)

お
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

生
鹿
力
は
、
ピ
カ
ル
デ
ィ
ー
で
、
そ
の
力
を
あ
る
が
ま
ま
発
揮
す
る
こ
と
を 

妨
害
さ
れ
、
か
な
り
下
廻
る
生
産
を
実
現
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
で
は
増 

大
ず
る
需
要
に
応
じ
ら
れ
な
い
。
阻
止
的
な
要
因
が
あ
れ
ば
、
奈
辺
に
求
め
た

ニ
〇

(

五
〇
ニ)

ら
よ
い
の
か
0

:
そ
れ
は
、
播
か
れ
る
種
子
の
量
か
ら
起
っ
た
の
で
は
な
い
。
種
子
に
対
す
る 

扱
い
方
の
不
備
に
.も
と
づ
い
た
。
種
子
に
対
し
.て
は
、
い
ま
だ
.害
也
の
駆
除
が

S

な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
.
よ
り
よ
い
耕
土
の
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が
、
そ
の
も
っ
と
も
重
大
な
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
年
に
四
回
か
ら
五
回
の
鋤

返
し
を
お
こ
な
い
、
耙
で
何
回
か
土
を
か
き
、
地
な
ら
し
す
る
こ
と
は
、
疑
い

も
な
く
か
な
り
き
つ
い
仕
事
で
あ
っ
.た
。
こ
の
た
め
:
一
台
の
‘鋤
と
、
数
頭
の

馬
が
必
要
と
な
っ
た
。
k
も
か
か
わ
ら
ず
ピ
ヵ
'ル
デ
ィー

に
お
い
て
は
、
全
体

.の
五
分
の
四
が
馬
を
ま
っ
た
く
持
た
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
■

は
、
—
を
引

か
せ
る
馬
を
賃
借
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
誰
も
、
自
分
た
ち
の
使
っ

た
あ
と
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
貸
し
て
く
れ
な
い
。
こ
の
た
め
、
馬
を
持
た
な

い
も
の
の
場
合
、
仕
辦
は
つ
ね
に
時
期
は
ず
れ
で
、
し
か
も
多
く
の
場
合
、非
常

(
1
0
)

に
不
十
分
な
も
の
に
終
っ
て
し
ま
ぅ
。
従
っ
て
、
取
獲
を
低
い
水
準
に
と
ど
め

た
の
は
、
純
粋
に
技
術
上
の
問
題
と
い
ぅ
よ
り
も
、
農
民
の
圧
倒
的
多
数
の
お

か
れ
た
社
会•

経
済
的
状
態
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

取
獲
を
不
足
せ
し
め
た
他
の
重
要
な
原
因
は
、
肥
料
が
一
般
に
欠
乏
し
て
い 

• 

.
 

C1 

I )

た
こ
と
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
住
居
に
近
い
.耕
作
地
、
も
っ
と
も
富

裕
次
経
営
に
お
い
て
は
例
外
で
あ
る
。
肥
料
の
こ
の
不
足
は
、
別
白
に
家
蒂
の

不
十
分
な
こ
と
か
ら
起
っ
て
来
る
。
休
作
の
あ
い
だ
に
地
力
を
回
復
せ
し
办
る

に
足
る
家
畜
が
、
ピ
ヵ
ル
デ
ィ
ー
に
は
い
な
か
っ
た
。
金
肉
の
十
分
な
供
給
な

ど
、
思
い
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
.る
。

他
面
ま
た
、
取
獲
の
木
足
と
い
う
こ
と
は
、
農
民
の
心
理
に
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
。
農
民
は
飢
饉
が
恐
し
い
も
の
で
あ
る
と
感
じ
て
、
不
作
に
よ
る
害 

を
極
力
避
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
.一
'六
六
ニ
年
と
一
.六
九
四
年
に
、
そ
れ
か 

ら
ま
た
一
七
0

九
年
か
ら
一
〇
年
に
か
け
て
、

不
作
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
か 

く
て
い
や
し
く
も
種
子
の
潘
か
れ
得
る
土
地
に
は
こ
と
ご

と
く
、
ま
た

播
M
し 

た
以
上
に
は
回
収
で
き
な
い
こ
と
が
明
白
に
わ
か
る
土
地
に
対
し
て
も
、
種
子 

が
播
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

人
口
密
度
の
高
い
地
方
に
お
い
て
は
、
飢
饉
に 

対
す
る
恐
怖
か
ら
、
収
獲
の
極
端
に
.低
い
土
地
に
対
し
て
も
耕
作
が
進
め
ら 

れ
、
か
く
し
て
全
体
の
平
均
を
非
常
に
低
い
も
の
と
す
る
結
果
に
な
る
も
の
で 

あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
点
を
考
慮
に
い
れ
て
も
、
な
お
か
つ
、
生
産
力
の
自 

由
な
発
現
は
妨
齊
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

独i

こ
の

ムa
地
tt
-、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ

ー
と
イ
ル
.
ド
ゥ
.
フ
ラ
ン
ス
の
ニ
つ

に
ま
た
が
る
。
東
端
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
に
接
す
る
。
そ
こ
は
、
典
型
的
な
穀 

物
地
帶
で
あ
る
。
狭
義
の
フ
ラ
ン
ス
と
は
、
こ
の
地
方
を
い
う
。

胜
ニ 

こ
こ
で
は
、
通
例
の
.評
価
に
従
う
。
た
だ
、
種
子
の
使
い
が
あ
ら
い
と 

い
う
非
難
に
対
し
て
、
.当
時
、
大
勢
と
し
て
は
か
な
り
批
判
的
で
あ
る
。
播 

く
量
で
は
な
く
、
播
き
方
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
十
八
世
紀
の
段 

階
で
は
い
ま
だ

気
づ
か
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で

一
へ
ク
タ
！

ル
は
、
ニ
エ
I 

力—

f̂°

驻
三
.ブ
口
ッ
ク
の
指
擦

に
よ
る
ま
で
も
な
く
、「

十
八
世
紀
末
に
い
' た
る
す
ベ 

て
の
時
期
に
あ

て
は
ま
り
、
ま
た
す
ベ
て
の
土
壌
や
，す
ベ
て
の
種
類
の
経
営 

に
■妥
当
す
る
よ
う
な

平
均
収
量
を
与
え
よ
う
と
し
て
も
無
駄
で

-̂
ろ
う」

。

農
業
革
命
の
原
因
分
析
の
た
め
の
一
視
点

た
だ
こ
こ
で
は
。

「

証
拠
が

一
致
し
て
示
す
と

.こ
ろ
に
ム
る
と
、旧
フ
ラ
ン
ス 

で
は
種
子
の
俩
値
の
三
倍
な
い
し

六
倍
の
収
獲
が

あ
れ
ば
、
不
作
と
は
み
な 

さ
れ
な
か
っ
た」

と
い

ぅ
言
及
に
注
意
。B

l
o
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,
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.
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p
.
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p、
2
4

丨 4
0
.

以
下
に
お
い
て

必
要
な
数
字
は
、
こ
こ
か
ら
得
た
。
当
面
の
課
題
の
た
め
の
素
材
を
得
る
限 

り
に
お
い
て
、
参
考
に
な
っ
た
0
.

註
五
か
か
る
想
定
は

、
.も
っ
ぱ
ら
、

当
時
こ
の
地
方
で
と
り
わ
け
頭
^
に
み 

ら
れ
た
経
常
の
大
規
模
化
か
ら
の
頻
推
に
ょ
る
。
と
い
ぅ
の
は
、.
農
，民
と

し 

て
と
ど
ま
る

た
め
に
は
、
或
る
程
度
の
生
鹿
量
を
確
保
す
る
必
耍
が
あ
り
、
 

そ
の
こ
と
の
た
め
に
は
、
従
来
の
方
式
に
依
存
す
る
限

り

、
，，
経
営
規
模
を
拡 

大
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
加
ら
で
あ
る
。
開
墾
を
含
め
、

一
部 

農
民
の
脱
農
を
強
要
，し
な
が
ら
、
経
常
の
大
規
模
化
が
進
行
し
た
こ
と
、
そ 

の
こ
と
自
体
、
生
産
量
の
絶
対
的
不
足
を
示
ず
も
の
と
い
い
.た
.い
の
で
あ
る
。

註

六

そ
こ
で
は
、

播
種
量
のV

に
対
し
て
、
収
量
十
三
か
ら

十
六
と
い
わ
れ 

る
。

従
っ
て 

一'へ
ク
タ

I
ル
.に
つ
い
て
ニ
〇
か
ら 

一一

五
キ
ン
タ
ル
の

収
獲
で 

あ
る
。：

上
掲
の
論
文
に
み
ら
れ
る

評
価
に
従
え
ば
、
そ
こ
は
、

「

あ
ま
り
に 

有
力
な
、
そ
し
て
あ
ま
り

，
.に
傑
出
し
た

j

農
業

地
帯
で
、
こ
の

数
字
は
、
今 

日
に
' お
い
て
も
な
お
、
か
な
り
驚
異
的
な

%■
の
で
あ
っ
た
。

驻

七

し
か
し
何
と
い

っ
て
も
、
•
こ
の
台
地
'に
繁
栄
し
.た
織
物H

業
に
法
0

V

-
. 

•

ニ
ー 

S

05-



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
述
す
る
事
情
で
村
落
を
締
出
さ
れ
た
人
々
が
多
く 

蜎
集
し
た
の
は
、
そ
こ
で
あ
り
、
需
要
め
，徵
加
は
、
こ
う
い
フ
た
面
か
：ら
4 

説
明
が
つ
く
0

パ
往
八
.種
子
を
選
別
し
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
農
作
業
に
お
.け
る
最
初
の 

過
程
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
業
に
は
特
別
の
注
意
が
向
け
ら
れ
、

大
抵
の
農
学 

者
は
、
'あ
と
あ
と
の
黒
穂
病
や
虫
害
を
避
け
る
た
め
、
播
く
ま
え
に
種
子
.を 

水
に
ひ
た
し
て
お
く
こ
と
に
つ
い
.て
#
い
て
い
る
。
従
っ
て
か
か
る
取
扱
は 

決
し
て
新
し
い
•も
の
で
は
な
か
っ
た
？
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
で
、
十 

八
世
紀
に
は
い
っ
て
も
な
お
、
そ
れ
が
一
般
.に
お
こ
な
わ
れ
た
と
は
思
え
な 

い
。
と
い
う
の
は
。
1?
.
科
全
«
は
こ
の
問
題
に
異
常
な
関
心
を
示
し
、
.
一.、
 

哿
稿
渚
た
ち
は
石
灰
と
水
を
混
合
し
て
使
用
す
べ
き
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る 

(

I

一
四
四
、
柿
造
I
四
〇
八
、
观
三
三
五)

。
二
、
辅
遗
第
三
巻
の「

発
芽」 

と
い
う
項
因
で
は
、
種
子
を
扱
う
た
め
の
種
.々
な
仕
方
に
つ
い
て
利
点
が
述 

ベ
ら
れ
、
い
や
し
く
も
種
子
は
播
か
れ
る
ま
え
に
ど
の
ょ
う
な
撒
い
を
受
け 

る
ぺ
き
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
0
そ
し
て
、
播
く
ま
え
に
.、
植
子
を
石
灰 

の
水
に
ひ
た
す
こ
と
が
熱
心
に
奨
励
さ
れ
た
。
種
子
に
対
す
る
极
い
は
そ
れ 

ほ
ど
粗
雑
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
亩
科
全
祺
は
、
12

:
0

§

0 >
2
1
6
^
.

 G
e
r
n
e
-

,
v
e
,

 

1
7
7

001
1
7
7
9

を
使
用
。

p 

Iマ
数
字
は
幾
数
を
、
ァ
ラ
ビ
ャ
数
字
は
頁
. 

数
を
示
す
。
以
下
も
同
じ
。

評
九
耕
土
を
ょ
り
ょ
く
準
備
す
る
た

め
に
、
西
.科
全
書
で
は
し
き
り
と
、
何 

回
も
鋤
返
し
を
お
こ
な
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
0

一
 

人
の
寄
稿
者
は
い
う
、
 

「

小
麦
の
収
獲
の
た
め
に
は
三
つ
の
主
要
な
条
件
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
土
地

ニ
ニ 

s

o

©

)

を
整
備
す
る
こ
.と
、
土
.地
を
肥
沃
に
，す
■る
こ
と
、
雑
革
や
害
虫
を
駆
除
す
る 

こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
■こ
と
は
、
何
回
も
の
鋤
返
し
に
よ
り
、
三
囲
か
ら
五 

Gn
の
鋤
返
し
に
よ
っ
'て
可
能
で
あ
る
.
0
第
-:
の
こ
と
は
、
肥
料
.に
よ
る
。
第 

三
の
こ
と
は
、

#
作
の
あ
い
だ
土
地
に
群
生
す
る
雜
草
.の
蒗
芽
を
家
畜
に
喰 

わ
せ
る
こ
と
.に
よ
っ
て
で
き
る」

(

M
三
六
六〉

と
。
類
似
の
忠
告
が
し
ば 

し
ば
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
三
固
も
し
ぐ
は
そ
れ
以
上
の
鋤
返
し
が
一
般
に
獎 

,
励
さ
れ
て
い
た
。
：例
え
ば
、
秋
に
一
圆
、
春
に
一
問
お
こ
な
い
、
冬
穀
が
播 

か
れ
る
ほ
と
.ん
ど
直
前
に
三
回
目
を
.お
こ
な
う
の
で
あ
る(

柿
遗
夏
六
九 

三)

。
ま
た
勃
で
土
を
か
く
こ
と
が
、
播
穂
.の
ま
え
に
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
こ 

れ
ら
の
記
述
は
、
丹
念
に
仕
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
十
八
世
紀
の
段
階 

で
も
な
お
、
か
な
り
困
難
で
あ
づ
た
こ
.と
を
物
語
る
と
い
え
る
。
m
肥
で
は 

な
く
、
鋤
返
し
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
が
蜇
耍
。
 

.

註

1
〇
驭
權
日
を
.村
落
で
さ
だ
め
て
い
た
と
い
う
事
情
も
ま
た
、
そ
の
こ
と 

に
拍
取
を
か
け
た
。
所
定
の
収
獲
日
ま
で
に
粜
ら
せ
る
た
め
に
は
、
何
は
と 

も
あ
れ
播
種
'を
急
ぐ
必
要
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

註 

一.
r

v-
I
科
全
得
の
寄
稿
者
た
ち
が
、
農
業
に
お
け
る
い
か
な
る
他
の
問
題 

に
対
し
て
よ
り
も
肥
料
の
問
題
に
注
意
を
向
け
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
当 

時
何
よ
り
も
切
实
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
紙
者
の
み
た
と
こ
ろ 

に
よ
れ
ば
、
十
三
の項

：：T

が
.肥
料
の
問
題
を
直
接
扱
い
、
ほ
か
に
多
数
の
艰 

自
•で
多
か
れ
少
な
か
れ
肥
料
に
つ

い
て

述
べ
て
い
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て 

も
っ
と
も
一
股
的
.に
論
ず
る「

肥
料」

と
い
う
頊
目
に
お
い
て
は
、
肥
料
が 

農
業
で
最
大
の
基
礎
た
る
こ
と
、
肥
.料
は
耕
作
の
不
備
も
補
充
し
、
ま
た
天

候
の
不
順
す
ら
矯
正
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
肥
料
の
な
か
で
、
家
畜
の 

糞
が
も
っ
と
も
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

肥
料
の
重
要
性
を
教 

え
る
こ
の
.項
因
で
も
、
何
回
も
の
鋤
返
し
で
作
物
の
発
育
を
容
易
に
し
ょ
う 

と
い
う
一
般
の
見
解
に
は
杭
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た(

Y
六
八
四)

。
 

施
肥
の
補
い
と
し
て
鋤
返
し
が
説
か
れ
て
い
、る
点
に
法
意
。

肥
料
を
扱
っ
た
他
の
項
！

IE

の
多
く
も
、
筆
者
の
見
解
に
従
え
ば
、
土
地
に 

対
す
る
施
肥
と
い
う
問
題
に
関
し
て
当
時
か
な
り
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た 

と
い
う
こ
と
を
：反
映
し
て
い
る
。
農
学
者
た
ち
は

ノ
肥
料
の
必
要
性
を
®
解 

し
て
い
た
。
ま
た
同
時
に
彼
等
は
、
家
畜
の
，不
足
の
た
め
に
肥
料
が
十
分
で 

な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
泥
灰.

灰

•
海
草
•
お
が
屑
.塩 

が
肥
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
ょ
う
奨
励
し
て
い
る
。
例
え
ば「

木
炭」

と
い 

•う
項
目
は
、
も
ヮ
ば
ら
農
業
に
関
述
し
て
述
べ
て
い
る
。
六
行
半
と
い
う
な 

か
で
、
燃
料
と
し
て
の
木
炭
，に
つ
い
.
.て
の
記
述
は
ま
っ
た
く
な
い(

\1
三 

ニ
三)

。
 

.

, 

V 

註一

ニ
飢
饉
に
対
す
る
恐
怖
は
、
耕
作
地
の
い
た
ず
ら
な
拡
大
を
結
果
し
た 

ば
か
り
で
は
な
い
。
品
種
の
改
良
も
、
十
八
世
紀
中
葉
以
降
、
着
々
そ
の
成 

.
來
を
あ
げ
て
来
て
い
る
。
.た
だ
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
そ
れ
が
、
人
間
の
消
費 

の
た
め
の
食
物
に
逋
点
の
お
か
れ
て
い
た
の
が
特
徴
。
例
え
ば
。
ィ
ギ
リ
ス 

で「

か
ぶ
ら」

が
休
作
地
の
作
物
と
し
て
、
ま
*
家
畜
の
飼
料
と
し
て
栽
培 

\

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
百
科
佥
遨
の
な
か
に
も
こ
の
作
物
に
対
し
相
当
の 

考
慮
が
私
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
苗
科
佥
書 

に
は「

か
ぶ
ら」

に
つ
.い
て
何
の
記
述
も
な
い
。
.
た
.だ
。「

か
ぶ」

と
い
う
項

農
業
革
命
の
原
因
分
析
の
た
め
の
一
視
点

目
.で
、
か
ぶ
ら
が
フ
ラ

ン
ス
で
人
間
の
食
糧
と
し
て
普
及
さ
る
べ
き
こ
と

が 

い
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、飼
科
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を

教
え

て
い
な
い(

兄

四
九)

。
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.
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,
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...

供
給
す
ベ
き
巨
大
な
市
場
を
ひ
か
え
て
い
な
が
ら
、
ピ
ヵ
ル
デ
ィ
ー
に
お
い 

て
、
I
か
な
生
産
力
は
、そ
の
本
来
の
力
を
発
#
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
.、
 

と
こ
ろ
で
、農
業
の
S

S
で
#
作
と
不
可
分
な
も
.の
と
し
て
存
在
す
る
牧
養
は
、
 

ど
う
な
っ
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
家
赍
は
、
そ
の
落
す
鹩
に
よ
っ 

て
、
穀
物
生
藤
を
持
続
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
.た
が
、
収
量
の
こ
と
か
ら

推 

し
、
.も
は
や
ピ
ヵ
ル
デ
ィ
一
で
、'
そ
の
使
命
を
果
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
 

需
要
に
見
合
う
べ
き
穀
物
の
生
産
が
、
現
に
そ
こ
で
は
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
か 

ら
で
あ
る
。
阻
止
的
な
原
因
と
し
て
、
何
よ
り
も
家
畜
の
問
題
が
、
こ
れ
に
間 

係
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
：

家
畓
の
不
足
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
僧
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
多
く
の
史 

料
も
ま
た
、
こ
の
こ
と
の
正
当
な
こ
と
を
確
証
し
て
い
る
。
ブ
I 

ロ
ン
ネ
の
よ 

う
な
特
殊
な
地
方
を
除
け
ば
、
農
業
の
た
め
の
役
畜
と
し
て
も
、
ま
た
人
間
の 

栄
養
源
と
し
て
も
、
家
畜
の
不
足
は
お
お
い
難
い
。
非
常
に
深
刻
な
も
の
で
あ

づ
た
。

.

.■ 

•

わ
ず
か
に
< 

&
#̂ >
段
と
呼
ば
れ
る
：も
の
の
み
が
、馬
を
持
つ
。
し
か
る
に
" 

こ
の
範
疇
に
属
す
も
の
は
、
,;
ピ
カ
ル
デ
ィ
I
の
'全
村
落
を
通
じ
て
十
分
の
一
に

潞
た
な
い
。
馬
は
疲
れ
や
す
く
、
..高
価
な
役
畜
で
あ
る
。

そ
の
一
頭
を
失
え

' 

.

「

ニ
—:
—*(

五
-
0五)

-- 

>'

.

.

.

.

.
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.

* 

.

. 

, 
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.



ば
、
' 肉
は
ま
っ
た
く
売
り
も
の
に
な
ら
な
い
か
ら
、
す
べ
て
を
失
な
ぅ
こ
と
に
. 

な
る
。
し
か
も
、
国
境
で
当
時
た
え
ず
綴
返
さ
れ
た
戦
争
の
た
め
、
馬
は
徴
発 

さ
れ
、
そ
の
理
由
か
ら
も
不
足
し
て
来
る
。
他
方
、
種
馬
に
つ
い
て
の
王
国
の 

3/
法
も
何
ら
^
果
を
も
.た
ら
さ
な
か
っ
た
。

4t
牛
も
ま
た
、
極
端
な
不
足
で
あ
っ
た
。
保
有
農
民
と
い
わ
れ
る
も
の
の
持 

つ
家
啬
は
、例
外
な
く
、馬
で
あ
っ
て
、牝
牛
は
か
な
り
少
な
い
。ま
た
牡
牛
を
み
. 

か
け
る
こ
と
は
決
し
て
な
が
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
台
地
の
南
の
部
分
で
、
ボ
I

べ
ー
の
周
辺
で
は
、
最
大
の
牛
の
群
で
も
、
.十
八
頭
を
越
え
か
い
。
農
村
で
な 

か
ば
以
上
を
占
め
る
貧
農
の
圧
倒
的
多
数
は
、
た
だ
一
頭
の
牝
牛
も
持
た
な 

か
っ
た
。牛
は
共
同
地
で
放
牧
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
ピ
力
ル
デ 

ィー

に
お
，
て
は
、
共
同
地
は
き
わ
め
て
ま
れ
に
し
か
存
在
し
な
い
。
ま
た
し 

ば
し
ば
牛
は
、
休
作
地
か
ら
締
出
さ
れ
た
。
森
林
に
対
す
る
牛
の
放
牧
も
禁
止 

さ
れ
、
も
っ
ば
ら
そ
の
所
有
者
向
身
の
家
畜
放
牧
の
た
め
利
用
さ
れ
て
い
た
。
 

事
実
に
お
い
て
、
牛
は
、
道
路
で
飼
わ
れ
る
か
、
ま
た
耕
作
地
か
森
秫
の
ま
わ 

り
で
、
ま
れ
に
み
か
け
ら
れ
る
荒
廃
地
で
飼
料
を
#
え
ら
れ
る
か
で
あ
っ
た
。
 

か
な
り
し
ば
し
ば
、
牛
は
舍
飼
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
乾
草
と
藁
が
与
え 

ら
れ
た
。
し
か
し
乾
草
は
少
し
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
大
抵
は
_
で
あ
っ
た
。
従 

っ
て
ピ
ヵ
ル
デ
ィ
I
の
牛
が
貧
弱
な
の
は
^
然
で
あ
る
。
ふ
と
っ
て
大
き
い
と 

い
わ
れ
る
ほ
ど
の
牛
で
も
、
そ
の
重
量
は
.ニ
西
キ
ロ
を
越
え
な
い
。
こ
れ
に
対 

し
、
当
時
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
か
ら
都
市
の
市
場
に
運
ば
れ
た
牡
牛
は
、
ほ
と
ん 

ど
四
西
キ
ロ
と
い
わ
れ
る
。
 

.

.. 

ピ
カ
ル
デ
ィ
I
の
家
裔
の
う
ち
で
は
、
羊
が
多
か
っ
た
。
羊
は
飼
育
が
容
具

ニ

四

(

五
〇
六
>

で
、
休
作
驰
に
放
ち
飼
い
し
、
冬
は
藥
を
与
え
れ
ば
足
り
た
。
従
っ
て
、
か
な 

り
貧
し
い
と
い
わ
れ
る
貧
農
に
は
、
適
当
な
家
畜
で
あ
っ
た
。
も
し
ニ
な
い
し 

三
頭
し
か
持
た
な
け
れ
ば
、
か
な
り
悲
惨
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
羊
は
、
普
通 

非
常
に
貧
弱
で
、
そ
れ
か
ら
毛
を
得
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
ら 

か
ら
は
、
精
々
三
ポ
ン
ド
の
皮
が
得
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
重
量
は
ニ
〇
キ
ロ 

が
精
々
.で
■あ
っ
た
。
た
だ

フ
ラ

ン
ド
ル
に
接
す
る
地
方
.で
も
っ
と
も
立
派
な
羊 

が
み
ら
れ
、
三
五
キ
ロ
の
重
量
を
持
っ
て
い
：た
と
い
わ
れ
る
。
貧
弱
な
羊
は
、
 

都
市
に
お
け
る
市
民
の
肉
必
要
を
満
た
さ
な
い
。
と
同
時
に
、
ピ
ヵ
ル
デ
ィ
！ 

の
数
千
の
織
布
エ
の
た
め
に
、
羊
毛
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ピ
ヵ
ル 

デ
ィー

は
、
そ
の
繁
栄
せ
る
織
物
工
業
の
た
め
の
原
料
.の
大
部
分
を
、
輸
入
に 

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
豚
と
家
禽
は
ど
う
か
。
村
落
で
半
数
が
豚
も
家
禽
も
持
た 

な
い
。
三
〇
へ
ク
タ
ー
ル
を
，̂
営
す
る
ほ
ど
の
農
民
で
、

一
0
匹
の
家
禽
と
一
一 

頭
の
豚
を
飼
育
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一一〇
頭
の
豚
を
飼
育
す
る
.こ
と
の
で
き 

た
の
は
、
ど
ん
ぐ
り
拾
い
.の
自
由
な
大
農
に
限
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
一
〇
〇
匹 

の
家
禽
を
維
持
で
き
た
の
は
、
教
会
や
領
主
の
み
で
あ
っ
た
。
豚
肉
の
塩
漬
や 

鷄
肉
を
盒
う
こ
と
は
、
ピ
ヵ
ル
デ
ィ
I
に
お
い
て
、
夢
物
語
に
過
ぎ
な
か
っ
た 

の
で
あ
る
。

家
畜
の
少
な
か
っ
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
施
肥
の
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
ま 

れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
亲
す
。
家
畜
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
小
表
の
収
獲 

を
低
い
水
準
に
と
ど
め
、
農
業
経
営
を
因
難
に
し
、
不
作
の
危
険
を
増
大
し
た 

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
も
は
や
ピ

カ
ル
デ
ィ
I
で
、地
力
の
回
復
は
期
待
で
き
な
い
。
飢
饉
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
、
 

い
た
ず
ら
に
経
営
規
模
は
拡
大
さ
れ
て
も
、
そ
の
施
肥
に
必
要
な
家
畜
の
問
題

a
)

は
、
ほ
と
ん
ど
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
穀
物
の
生
産
を
、

‘ 

自
己
の
必
要
を
含
め
、
需
要
に
見
合
う
ベ
き
水
準
に
と
ど
め

て

お
く
だ
け
の
地 

力
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
ピ
カ
ル
デ
ィ
I
で
家
畜
は
、
あ
ま
り
に
不
足
し
て
. 

い
た
の
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、
家
奋
を
不
觅
さ
せ
た
郭
情
は
何
か
。
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
ピ
カ

ル
デ
ィ
.丨
に
は
牧
草
地
.
共
同
地
が
なY

、

も
し
あ

っ
て
も
自
由
な
利
用
に
ま

か
せ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
が
っ
た
。
休
作
地
で
の
放
牧
も
、
徐
々
に
締
出
さ
れ

る
傾
向
に
あ
っ
た
。
つ
.ま
り
、
そ
こ
に
は
放
牧
の
場
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
の

が
第
一
。
ほ
か
に
。
家
畓
が
負
債
の
か
た
に
、
不
当
に
没
収
さ
れ
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
北
部
の
国
境
で
間
断
な
く
続
け
ら
れ
る
戦
争

は
、
輸
送
手
段
と
乙
て
の
家
畜
の
提
供
を
強
要
し
た
こ
と
、
が
考
え
ら
れ
ょ

う
。
こ
の
ょ
う
な
辦
情
か
ら
、
ピ
カ
ル
デ
ィー

で
は
、
現
実
に
家
畜
が
持
て
な

01)

か
っ
た
の
で
あ
り
、
家
畜
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

註
一
豊
富
な
肥
料
は
豊
富
な
家
畜
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
家
畜
を
豊
富
に 

す
る
こ
と
に
つ
い
て

->
.
十
八
世
紀
の
段
階
で
、
真
劍
に
考
え
ら
れ
て
い
な 

い
。
百
科
全
書
も
、

こ
の

問
題
に
.つ
い
て
は
、

む
し
ろ
消
極
的
で
す
ら
あ 

る
。例
え
ば
、「

牡
牛」

と
い
う
.項
目
で
は
、
農
業
経
営
に
お
け
る
必
要
物
と
し 

て
の
牛
に
つ
い
て
、
何
の
記
述
も
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
神
話
.彫
刻
.關
牛
の
牛 

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る(

XV
九
三
九〕

。「

山
羊」

と
い
う
項
目
で
は
、
そ
れ

農
業
革
命
の
原
因
分
析
の
た
め
の
一
視
点

が
評
判
ほ
ど
有
害
な
動
物
で
な
い
こ
と
、
そ
の
乳
か
ら
チ
ー
ズ
の
製
造
が
可 

能
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
山
羊
於
、
有
毐
な
唾
液
を
持 

つ
有
書
な
動
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
现
に
山
羊
は
、
各
地
で
そ
の 

.飼
養
を
禁
止
さ
れ
、
ま
.た
多
く
の
地
方
に
お
い
て
、
単
に
そ
の
飼
黎
が
黙
認 

さ
れ
て
い
た
に
と
ど
ま
る
と
す
る(

通
三
ニ
ー)

。

羊
は
羊
毛
工
業
と
の
関 

逑
に
お
い
て
注
意
を
向
け
る
に
と
ど
ま
る(

K

一
七
八)

。

.
家
畜
の
問
題
に
無
関
心
な
こ
と
は
、
以
上
の
こ
と
で
わ
か
る
。
た
だ
役
畜 

と
し
て
利
用
さ
れ
る
牛
と
馬
の
み
は
例
外
で
あ
る
。
西
科
全
書
は
、
.こ
れ
に 

重
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
と
く
に
馬
は
、
鋤
を
引
く
貴
重
な
動
物
と
し 

て
珍
重
さ
れ
て
い
る
。
馬
で
何
回
も
鋤
返
し
を
お
こ
な
う
こ
と
に
、
地
力
の 

回
復
の
す
べ
て
を
賭
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

.

註
ニ
農
業
の
発
展
を
、
技
術
的
側
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、
結 

局
の
問
題
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
農
民
の
お
か
れ
た 

■社
会
.
経
済
的
状
態
の
解
明
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い 

わ
ば
生
産
関
係
の
究
明
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
。
農
具
な
り 

家
畜
な
り
が
い
か
な
る
社
会
関
係
の
な
か
.に
あ
っ
た
，か
、
ま
た
そ
れ
が
、
い 

か
な
る
社
会
関
係
.を
持
込
む
結
果
に
な
っ
た
か
。
技
術
の
問
題
を
考
え
る
.と 

き
、
そ
れ
ら
は
、
究
極
に
お
い
て
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
と
な
ろ
う
。

四

，
飢
饉
に
対
す
る
不
安
は
、
耕
作
地
を
い
た
ず
ら
に
拡
大
せ
し
め
る
。
開
墾
の

進
展
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
村
落
で
空
処
の
消
滅
を
意
味
す
る
。
こ
の
た
め

ニ
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1
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ニ 
六 

cJr
.
o八)

'レ
て
議
論
す
る
農
学
者
.を
軽
蔑
し
て
、
. 

'
肥
料
の
.■.不
足
か
ら
休
作
な
し
に
耕
作 

す
る
こ
と
の
不
可
能
な
事
情
を
訴
ぇ
て
い
る(

\1
四
ニ
九)

。

伝
統
的
な
方 

法
の
維
持
が
忠
告
さ
れ
、
耕
作
地
を
三
つ
に
分
ち
、
第
一
の
^
分
に
ル
麦
を
、
 

第
二
の
部
分
に
.燕
麦
を
栽
培
し
、
第
三
の
部
分
を
体
作
と
す
る
こ
と
が
理
想 

と
さ
れ
て
い
る(

I

一
 

八
五)

。
た
だ
し
。

そ
の
猶
遗
.で
は
’

休
作
に
対
す 

る
非
難
が
，公
然
と
.展
開
さ
れ
，る
。
輪
作
に
関
し
て
個
人
主
義
を
妨
害
す
る
ぁ 

ら
ゆ
る
慣
行
の
破
棄
が
要
求
さ
れ
る 

<

播
遺
K
四
九
〇)

。

.放
牧
は
そ
れ
だ
け
i

な

も

の

と

な

る

。

か

く

し

て

、
.地
力
の
回
復
を
、.
家
畜

の
落
す
糞
に
侬
存
す
る
農
業
経
営
、
つ
.ま
り
共
同
規
制
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い

響

は

、
重
大
な
危
險
に
直
面
す
る
。
典
型
的
だ
穀
物
地
帯
で
、
そ
の
こ
と
，は

と
く
に
顕
著
に
現
わ
れ
る
。
.

地
力
の
消
耗
は
、
も
は
や
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
需
要
に
見
合
う
べ
き
必
要

な
穀
類
は
、開
墾
を
含
め
保4

^
模
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
努
力
だ
け
で
は
、
い 

C
5

ま
や
獲
得
で
き
な
い
。
地
力
を
維
持
し
、
よ
り
向
上
さ
せ
■る
た
め
の
試
み
が
、
 

同
時
に
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
休
作
地
を
放
牧
の
場
と
し
て
あ
て
る 

だ
け
で
は
、
も
は
や
土
地
は
、
農
業
再
生
産
の
過
程
の
な
か
で
、
完
全
な
罾
,
 

を
果
し
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

か

く

し

て

、休
作
地
で
牧
草
栽
培
を
開
始
す
る 

こ
と
が
真
剣
に
考
え
ら
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
.で
あ
っ
た
。

農
業
f

の
起
る
，べ
き
必
然
性
は
、
か
く
し
て
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
農
^
革 

命
は
、
地
力
の
回
復
と
い
う
^
極
招
標
の
た
め
双
^
と
し
て
廐
肥
に
賴
ら
ざ
る 

を
得
な
い
段
階
で
、
舍
飼
を
実
現
さ
せ
る
方
途
に
、
休
作
地
で
牧
草
栽
培
を
進 

行
す
る
と
い
う
手
段
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
‘あ
る
。

註
一
放
牧
の
た
め
依
存
す
べ
き
は
、
休
作
地
.の
み
で
は
な
い
。
牧
草
地
，
共 

同
地
も
■ま
た
-重
耍
で
.あ
る
。
家
畜
を
大
き
く
す
る
と
い
う
こ
と
.だ
け
考
え
れ 

ば
、
む
し
ろ
こ
の
方
が
箪
耍
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
。
休
作
地
が
他
人
の
も 

の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
起
っ
て
来
る
と
き
、
そ
こ
で
の
放
牧
は
、
心
理
的 

.
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
'

註
ニ
苗
科
佥
翦
は
、

休
作
を
容
認
し
て
い
る
。

む
し
ろ
、
休
作
農
法
に
反
対

五 

、

と
こ
ろ
で
、
農
業
の
発
展
を
、
技
術
的
な
側
面
に
.お
い
て
捉
え
た
い
と
思
え 

ば
、.
い
か
な
る
史
料
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
。
あ
わ
せ
て
、
こ
の
点
を
検
討

S

し
て
お
く
の
も
便
利
で
あ
ろ
う
。
よ
る
べ
き
史
料
に
は
、大
別
し
て
四
種
あ
る
。
 

何
か
。

そ
の
第
一
は
、
こ
れ
ら
す
ベ
て
の
史
料
の
う
ち
で
も
っ
と
も
貴
重
な
も
の
で
、
 

農
民
自
身
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
遺
産
目
録
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
数 

多
く
現
存
す
る
と
い
う

意
味
で
も
、
'
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
の
ご
と
く
思
わ
れ 

る
。
遺
産
録
か
ら
は
、
次
の
證
が
明
ら
か
.と
な
ろ
う
。

―

^

畜
に
つ
い
て
。
記
述
は
、
役
畜
と
し
て
使
用
さ
れ
る
馬
に
始
ま
っ
て 

、
家
禽
や
蜜
蜂
に
.ま
で
'及
ん
で
い
る
。

-

-

農
具
に
つ
い
て
。
耕
作
に
利
用
さ
れ
る
道
具
か
ら
、
収
獲
に
さ
い
し
て
. 

必
要
な
荷
車
に
ま
で
■、
記
逮
は
及
ぶ
。
し
か
し
不
幸
に
し
.て
、
遺
産
旧
録
か
ら 

■は
、
■通
例
、
.こ
れ
ら
農
具
に
つ
い
て
詳
細
な
知
識
が
：得
ら
れ
な
い
。

.

——

播
種
の
仕
方
、
土
地
に
対
し
て
な
さ
れ
る
作
業
の
種
類
、
収
獲
の
実
際 

に
つ
い
て
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
記
述
は
、
遗
産
m
録
で
主
要
な
部
分
を
占
め
て 

い
る
。
か
く
て
こ
れ
ら
か
ら
は
、
経
営
方
式
、
種
子
の
種
類
、
耕
作
の
仕
方
、
 

収
獲
量
に
つ
い
て
、
実
際
の
理
解
が
得
ら
れ
る
。
し

ば

し

ば

遺

録

は

、
耕 

作
者
の
負
ft
と
収
入
に
つ
い
て
記
載
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

従
っ
て
、
遺
産
W
録
の
記
述
か
ら
、
収
槌
の
量
に
つ
い
て
の
計
算
が
可
能
と 

な
る
。
 

•

そ
の
第
二
。
ほ
と
ん
ど
同
程
度
に
重
要
な
史
料
は
、
領
主
な
い
し
土
地
所
有 

渚
に
上
る
史
料
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
貴
族
.
教
会
•
市
民
に
ょ
る
史
料
で
、
こ 

の
う
ち
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
教
会
に
ょ
る
史
料
で
あ
る
。
し
か
も
注
意
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
教
会
に
お
い
て
史
料
の
保
存
が
ほ
と
ん
ど
完
璧
に 

近
い
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
通
じ
て
、
農
村
生
活
の
全
体
を 

两
現
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。

教
会
に
«]
:
-る
史
料
從
、
.次
の
四
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

——

土
地
台
帳
。
そ
れ
ら
は
、
所
有
地
の
分
布
の
状
況
と
、
各
教
区
に
お
け 

る
耕
作
地
の
配
分
に
つ
い
て
の

実
際
的
な
理
解
に
役
立
つ
。

.—

土
地
の
賃
貸
簿
。
こ
れ
ら
は
、
も
っ
と
も
単
調
な
史
料
で
あ
る
。
_
実 

に
お
い
て
、
同
一
の
形
式
が
、
し
ば
し
ば
ー
世
紀
の
な
が
き
に
わ
た
っ
て
繰
¥
 

さ
れ
て
い
る
。
賃
借
人
の
名
儀
や
負
担
の
額
に
変
更
が
あ
れ
ば
、
訂
正
す
る
に 

と

ど

ま

る

。

 

：
：

—

こ

れ

ら

はか
な
り
貴
重
な
史
料
の
ご
と

く

思

わ

れ

る

。.
 

——

ほ
か
に
。
領
主
と
農
民
の
あ
い
だ
で
起
つ
た
^
判
の
^

^
。
ま
た
。
攀 

農
業
苯
命
の
原
因
分
析
の
•た
め
の一

視
点

令
や
落
穂
拾
い
を
め
ぐ
っ
て
の
提
rF
。

の
給
与
に
つ
い
て
の
記 

録

.
十
分
の一

税
に
関
す
る
記
録
。
こ
れ
ら
は
補
助
的
な
意
味
に
お
い
て
重
要 

で
あ
る
。
 

•

第
三
の
も
の
と
：し
て
は
、
財
政
記
録
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
と
り
わ 

'け
財
政
史
を
*
く
だ
办
利
用
さ
れ
た
。
ま
た
ル
チ
ス
キ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
史
料 

か
ら
、
土
地
配
分
の
在
り
方
を
觅
出
そ
ぅ
と
し
た
。
市
民
財
産
に
関
す
る
ラ
ブ 

ル
I
ス
の
研
究
で
は
、
社
会
的
？

e

層
の
再
編
を
理
解
す
.る
に
さ
い
し
て
、
こ
' 

の
史
料
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
。
も
し
注
意
深
く
利
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ 

れ
ら
財
政
史
料
は
、
農
村
の
研
究
に
と
っ
て
価
値
が
あ
ろ
ぅ
。

.

し
か
も
若
干
の
財
政
史
料
は
、
農
業
に
関
す
る
当
面
の
課
題
の
た
め
に
、
と 

り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
、
例
え
ば
課
税
負
担
を
め
ぐ
っ
て
起

っ
た 

訴
訟
の
記
録
が
あ
る
。税
負
担
が
過
度
に
高
額
と
思
わ
れ
る
と
き
、納
税
者
は
栽 

判
所
に
提
訴
す
る
.こ
と
が
で
き
た
。
す
る
と
評
定i

目
は
調
査
人
を
、
富
裕
な
農 

民
の
あ
い
だ
か
ら
選
任
し
て
、
提
訴
著
の
財
産
調
査
に
あ
た
ら
し
め
た
。
こ
の 

調
査
人
の
提
出
す
る
報
告
は
、
提
訴
者
の
動
産
と
不
動
産
に
つ
い
て
、
非
常
に 

正
確
な
詁
述
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
彼
の
保
有
し
て
い
る
小
作
地
•
彼
の
収 

入

.
彼
の
負
債
に
.つ
.い
て
、
記
述
は
詳
細
を
き
わ
め
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
は
、
 

当
面
の
課
題
が
必
要
と
す
る
も
の
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
一
つ
の
点 

で
财
政
史
料
は
遺
産
，

EI

録
ょ
り
も
し
ば
し
ば
貴
重
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
家
•帯 

と
経
営
内
容
に
つ
い
て
、
く

わ

し

くla
'
逾
し
て
い
る
こ
と
に
ょ
る
。

そ
9
第
四
。：
附
随
的
な
多
く
の
史
料
が
、
ほ
か
に
17I
N
さ
.れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

> 
0 

I
V

ニ

七

(

五
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九)



a

■

記
録
.
公
疋
証
書
も
ま
.た
、
も
し
体
系
的
に
利
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
多 

く
を
理
解
す
る
う
え
に
役
立
つ
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
 

不
幸
に
し
て
整
理
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
利
用
し
難
い
史
料
に
属
す
る
と 

い
わ
れ
て
い
る
。
' 

.

所
の
記
^
の
う
ち
で
、
慣
行
集
が
重
要
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
と
く
に 

こ
れ
を
重
視
し
た
。
慣
行
集
は
、
士
ハ
低
紀
に
編
集
さ
れ
、
そ
の
後
多
く
の
貴 

重
な
評
解
が
付
さ
れ
て
改
訂
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
大
き
な
信
頼
を
与
え 

.
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
は
断
片
的
な
知
識
し
か
与
え
て 

く
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
.ま
た
そ
れ
ら
は
、
法
律
上
の
係
®

だ
け
を
扱
い
、
 

明
白
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
理 

由
。
第
二
に
は
、
そ
れ
ら
は
、
し
ば
し
ば
死
文
で
実
際
に
適
用
さ
れ
な
く
な
っ 

て
し
る
と
し
う
a*
由
に
よ
る
。
 

,, 

*

政
府
の
文
軎
も
ま
た
、
当
面
の
研
究
に
と
っ
て
は
、
大
し
た
意
味
を
有
し
な 

い
。
た
だ
し
例
外
は
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

一
六
九
三
年
と
一
七
〇
九
年
に
全
土 

的
な
規
模
に
お
い
て
起
っ
た
飢
鍾
に
関
す
る
政
府
の
調
査
史
料
と
、
ル
ィ
十
四 

世
の
死
に
次
ぐ
摂
政
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
た
種
々
な
調
査
記
録
で
あ
る
。
す
な 

わ
ち
一
.七
一
六
^
-の
小
*
調
査
•
一
 

七
一
六
年
の
家
裔
調
奢
1

七」

七
平
の 

税
制
改
革
の
た
め
の.I!

查
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
例
外
的
な
重
要
性
を
持
つ
。
 

と
い
う
の
は
、全
土
的
な
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
れ
ら
調
査
記
録
の
な
か
に
、
.. 

当
面
の
分
析
に
必
要
な
多
く
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
農
業
の
発

二

八

£

一
 

〇)

展
を
、
技
術
的
な
伸
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
ず
る
と
き
、
こ
.れ
ら
.の
調
査
に
多
く

を
期
待
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

註

一

フ
ラ
ン
ス
で
、
，

農
業
に
つ
い
て
、
史
料
が
本
格
的
に
語
る
よ
う
に
な
っ 

た
の
は
、
十
八
世
紀
以
降
で
あ
る
0
そ
れ

以
前
は
、
農
業
に
つ
い
て
、
史
料 

は
、
偶
然
の
機
会
に
お
い
て
し
か
語
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で

史
料
と 

い
う
場
合
、
十
八
世
紀
以
降
の
そ
れ
に

限
る
。
す
な
わ
ち
、
農
業
に
つ
い
て 

直
接
に
語
っ
て
く
れ
る
よ
う
な

史
料
が
取
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註一1

こ
.れ
に
よ
.っ
て
、

一

、
土
地
が
ど
の
よ
^
に
.
.耕
作
さ
れ
て
い
る
か
、

ニ
1、
収
獲
は
ど
れ
だ
け
か
、
三
、
ど
の
穀
物
を
常
食
.と
し
て
い
る
か
、
が
調 

盗
さ
れ
て
い
る
。

註
三
こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
、
ど
れ
だ
け
家
畜
が
い
る
か
、
ニ
、
売
却
す
る
分 

が
あ
る
か
ど
う
か
、
三
、
ど
れ
だ
け
の
価
格
で
売
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
家 

畜
の
種
類
に
從
っ
て
、
そ
の
売
俩
は
ど
う
変
っ
て
來
る
か
、
四
、
羊
そ
の
他 

を
ど
れ
だ
け
持
っ
て
い
る
か
、
が
調
査
さ
れ
る
。

註
四
こ
の
調
査
は
、
い
か
な
る
点
で
農
業
の
理
解
と
結
び
つ
く
か
。
こ
れ
ら 

は
、
と
く
に
、
土
地
の
利
用
さ
れ
方
に
つ
い
て
詳
し
い
。
ま
た
土
地
が
ど
う 

い
っ
た
階
層
に
配
分
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ 

れ
ら
は
、
農
業
の
技
術
的
発
展
と
い
う
研
究
に
は
不
向
き
で
あ
る
。

財

政

‘
.支

の
.経
済
的
効
率
性

.

「

財

政

支

出

の

純

粋

理

論」

に

ょ

せ

て

‘

[H

司

、
は

し

き

現
代
の
財
政
活
動
は
、
そ
の
規
模
に
お
い
.て
も
内
容
に
お
い
て
も
国
民
経
済 

全
般
に
影
響
し
、
各
分
赃
の
隅
々
ま
で
深
く
滲
透
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
特 

に
財
政
支
出
面
に
限
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
が
国
民
経
済
に
占
め
る
比
重
は
今
世 

紀
初
頭
ょ
り
現
時
点
に
い
た
る
ま
で
著
し
い
増
大
を
示
し
、
民
間
経
済
活
動
水 

準
と
そ
の
内
容
は
財
政
变
出
の
態
容
を
無
視
し
て
は
決
定
で
き
な
く
な
っ
て
い 

る
。
だ
と
す
れ
ば
財
政
支
出
の
規
橫
と
そ
の
方
向
と
は
、
国
民
経
済
構
造
的
な 

場
に
お
い
て
そ
れ
が
占
め
る
比
重
に
ふ
さ
わ
し
い
重
要
性
を
認
め
た
ぅ
え
で
考 

察
さ
る
べ
き
に
留
ま
ら
ず
、
財
政
論
内
部
に
お
い
て
も
、
租
税
論
、
公
債
論
に 

劣
ら
ぬ
重
要
性
を
与
克
た
ぅ
え
で
考
察
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
ぅ
。

.

し
が
し
亊
実
は
、
経
費
論
が
財
政
学
体
系
に
お
い
て
未
開
発
地
域
の
ま
ま
に 

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
経
費
論
の
財
政
学
体
系
に
お
け
る
後
進 

性
は
従
来
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
お
り
で
'あ
る
が
、1
最
近
の
例
と
し
て 

は
、
サ
ムH

ル
ソ
ン
が
現
代
の
代
表
的
財
政
学
得
の
一
つ
と2

1

さ
れ
て
い
る
ピ

.

財
政
支
出
の
経
済
的
効
率
姓 

.

グ
-
のA

 S
t
u
d
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P
u
b
l
i
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F
i
n
a
n
c
e
'

を
と
ら
え
て
行
な
っ
た
軽
妙
な 

「

証
明」

が
、
直
截
'に
そ
©
.間
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ビ
グ
ー
の
財
政
学
書一

一
八
五
直
の
う
ち
少
な
く
と
も
ニ
〇
0
頁
は
租
税
に
費 

や
さ
れ
て
お
り
、
残
余
は
財
政
政
策
と
景
気
循
環
に
対
す
る
そ
の
®
擊
と
に
か 

か
わ
る
も
の
で
あ
る
。：
こ
れ
に
対
し
て
経
費
論
に
つ
い
て
は
、
移
転
支
出
•
非 

移
転
支
出
の
定
義
や
公
営
辦
業
の
価
续
宏
問
題
を
含
め
て
も
ー
ー
〇
頁
以
上
に 

亙
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
財
政
支
出
の
純
難
理
論
と
呼
ば
れ
る
ベ
き
も
の
に 

い
た
っ
て
は
僅
か
六
頁
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
こ
の
i
う
な
.租
税
一
一
〇

〇

頁

、

経 

費一

一〇
頁
と
い
う
比
率
は
、
g
®
に
つ
い
て
は
多
く
述
べ
る
こ
と
が
本
当
の
と 

こ
ろ
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
サ
ム
工
ル
ソ
ン
が
諧
謔
を
交
え
て
落
認
し
た
と
お 

り
真
に
最
適
な
構
成
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
伝
統
的
財
政
学
の
.頂
点
に
立
つ
と
み
ら
れ
る
ピ
グ
ー
に
、
こ 

の
ょ
う
な
経
費
論
®

の
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
.で
あ
ろ
う
か
。

財
政
学
の
重
要
な
遺
産
と
し
て
の
思
想
潮
流
の
系
譜
を
み
る
と
、
経
費
の
規 

模
決
定
に
関
し
て
相
対
立
す
る
一一

つ
の
見
解
が
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
認

•
 

.
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