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^
ン
ス
と
い
ぅ
語
に
し
ば
し
ば
出
会
わ
す
。
耕
作
者
が
封
建
支
配
の 

下
で
自
立
の
生
活
を
，続
け
て
い
る
場
、

r
言
で
こ
れ
が
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
マ 

ゾ
ス
の
所
有
者
は
同
時
に
.そ
の
.耕
作
者
で
、
こ
れ

に
よ
り
彼
は
領
主
の
た
め
の 

諸
負
担
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
限
り
彼
は
封
建
社
会
の
内
部 

に
お
い
て
身
分
上
の
保
^
を
得
た
。
マ
ン
又
は
封
建
支
配
の
基
礎
を
形
成
し
て 

い
た
。
し
か
し
マ
ン
ス
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
よ

く

知
ら
れ
て
い
な
い
点
が
多 

い
。
む
し
ろ
曖
昧
な
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。，i

稿
は
そ
の
解
明
に
必
要
な
素
材 

を
提
供
し
よ
ぅ
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
，直
接
の
对
象
は
。ハ
リ
に
-近
い
四
つ
の 

村
、.
エ
ビ
ネ
、
パ
レ
シ
フ
テ
ィ
エ
い
べ
ル
リ
エ
ー
ル
の
諸
村
で
あ
る
ぐ
こ
れ
ら 

は
す
べ
て
サ
ン
•
ゲ
ル

マ
ン
♦

デ

，
ブ
レ
修
道
院
に
属
し
た
。
九
世
紀
早
々
に
修 

院
長
の
ィ
ル
ミ
ノ
ン
は
領
内
の
：土
地
台
帳
を
作
成
、.
十
九
世
紀
に
は
VV-
れ
を
基 

礎

に

-:
つ
の
：史
料
集
が
刊
行
さ
れ
た
。
：本
稿
で
は
こ
の
史
料
集
が
直
接
の
手
が 

か
り
.で
あ
る
。
マ
ン
ス
と
は
何
か
，。
こ
れ
は
そ
の
た
め
の
絶
好
な
解
答
書
と
な 

っ
て
い
る
。.
以
下
に
お
い
て
は
紹
介
を
か
ね
、
.
マ
ゾ
'
ス
を
め
ぐ
る
問
題
点
若
乎 

を
指
摘
し
て
み
た
い
,'
0

マ
ン
ス
は
封
建
負
担
を
受
止
め
石
場
で
あ
づ
，：た
。
か
か 

書

評

'
:

る
た
め
マ
ゾ
ス
は
い
か
な
る
内
容
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。
.そ
う
し 

た
発
想
か
ら
最
近
は
マ
ン
ス
を
扱
う
論
作
が
目
立
つ
。
封
建
支
配
の
研
究
に
お 

い
て
下
部
組
織
そ
の
も
の
を
具
体
的
に
問
題
と
す
る
立
場
で
、
本
稿
も
そ
の
一 

つ
で
あ
っ
た
。
 

.

.

I

マ
ン
ス
の
形
成】

.
中
世
を
通
じ
す
ベ
て
土
地
は
領
主
€>
■
支
配
を
受
け
た
。
 

土
地
は
か
か
る
%:
の
と
し
て
.ニ
.
.つ

の

部

分

，
か
.ら

な

っ

た

。

一
'
ば

彼

自

身

の

管
 

理
す
る
財
産
で
、
'マ
ン
ス
ス
.:
ィ
ゾ
f
 

二
.力
ト
ゥ
ス
と
呼
ば
れ
た
。
直
営
地 

で
あ
る
。
-.
ー
1は
領
主
が
他
に
：耕
作
を
委
託
し
た
.土
地
.で
あ
づ
た
，
こ
の
部
分
は 

村
で
也
活
す
る
者
の
間
で
分
割
さ
れ
た
。
た
だ
し
家
族
の
最
低
生
活
維
持
に
必 

要
な
規
模
を
限
度
と
し
た
。
従
っ
て
地
方
に4

り
そ
の
規
模
は
違
う
。
驚
く
ほ 

ど
不
整
一
で
あ
っ
た
。
，い
わ
ゆ
る
持
分
地
の
形
成
で
あ
る
。
こ
れ
が
マ
ン
ス
で 

あ
っ
た
。
領
主
権
力
が
滲
透
す
る
過
程
で
村
の
生
活
者
は
マ
ン
ス
の
所
%
者
に 

再
編
さ
れ
、
彼
は
こ
と
.に
農
民
と
し
て
封
建
支
配
を
末
端
に
お
い
て
支
え
る
こ 

と
に
な
っ
た
。
パ
リ
の
周
边
で
マ
ン
ス
は
七
世
紀
か
ら
散
見
さ
れ
、
九
世
紀
に 

は
い
り
本
格
的
な
普
及
を
み
た
。
か
か
る
事
態
は
実
に
直
営
地
を
マ
ン
ス
と
し 

て
解
放
す
る
こ
と
の
な
か
で
起
っ
た
。
従
来
は
領
主
財
産
で
.直
営
地
が
大
き
な 

部
分
を
占
め
て
い
た
。
従
っ
て
こ
.れ
は
支
配
体
制
の
大
幅
な
転
換
を
意
味
し
た 

の
で
あ
っ
た
。

.'
',
■.
'
:
,.

,.

’
 

ン
.ス
は
耕
地
の
ほ
か
，
住
居
、
仕
事
場
、；
菜
園
を
含
ん
だ
。
し
ば
し
ば
草 

地
、
葡
萄
畠
が
#.
属
す
る
。
し
が
し
小
規
模
で
あ
っ
た
。
.ま
た
マ
ゾ
ス
に
は
領 

内
の
土
地
に
つ
い
：て
の
利
用
権
が
‘付
随
し
た
。，
マ
ン
ス
に一.

一
種
あ
っ
..た
。

一.は 

そ

.
の

耕

作

者

が

自

由

の

出

#
の
.場
合
、
.他
は
奴
隸
の
出
身
者
の
場
合
で
あ
る
。
 

:ー
.般
^
則
者
に
.多
く
出
会
わ
す
。
，
マ
ン
，ス
に
及
ぶ
負
担
は
違
5
。..
し
か
し
同
種
.
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の
マ
‘ン
ス
で
同
ー
.の
負
担
が
原
則
で
あ
っ
た
。..顕
著
な
相
違
点
は
後
者
に
お
u 

て
腕
の
奉
仕
が
強
制
さ
れ
た
こ
と
.に
あ
る
。
こ
の
種
の
負
担
は『

週
a
日
に
わ 

た
り
、
か
な
り
苦
痛
に
感
じ
ら
れ
て
.い
た
。：
た
だ
し
そ
の
他
：の
点
：で
は
前
者
ょ 

(

り
も
軽
微
に
お
さ
ぇ
ら
れ
、
.負
担
の
均
衡
が
は
か
ら
れ
て
い
た
。
自
由
の
マ
ン 

ス
の
場
合
、.
軍
事
義
務
に
特
徴
が
あ
0
.た
。
、マ
ン
：ス
が
耕
作
者
に
生
活
を
保
証 

す
る
と
い
う
時
、
こ
う
し
た
犠
牲
を
す
べ
て
皆
済
し
た
上
で
の
こ
と
で
，あ
る
*

マ
シ
ス
は
領
主
の
財
政
的
目
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
？
実

際

に

.家 

族
の
生
活
の
た
め
.投
入
さ
れ
る
部
分
、
ー
領
^
^
の
た
め
の
負
担
に
振
向
け
ら
れ
る 

部
分
，

マ
ン
ス
は
こ
れ
ら
一
一
つ
の
部
分
を
耕
作
者
に
も
た
ら
す
規
模
の
財
産
で 

な
け
れ
ば
な
^
'な
い
。
か
か
る
た
め
必
要
な
規
模
は
通
例
.こ
の
段
階
で
一
〇
へ 

ク
タ
ー
ル
か
らM

l

ベ
ク
タ
ー
ル
と
い
わ
れ
た
？
解
放
奴
隸
の
-マ
Z
ス
の
場
合 

は
そ
れ
を
わ
ず
か
に
下
廻
っ
た
。

一
般
に
マ
.ン
ス
は
同
一
の
負
担
に
対
す
る
と 

い
う
こ
と
で
同
一
規
模
を
持
.つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
サ
ン
，
ゲ
ル
マ 

ン
•
デ> 

プ
レ
修
院
の
所
領
で
い
え
ば
、
自
由
の
出
自
の
マ
ン
ス
の
場
合
、
そ 

の
平
均
規
模
は一

一
へ
ク
久
丨
ル
、
し
ば
し
ば
ー
三
へ
ク
タ
ー
ル
と
も
い
わ
れ 

た
。
奴
課
の
出
身
者
の
マ
ン
ス
の
場
合
は
七
へ
ク
タ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
‘ 

や
や
下
廻
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
解
放
奴
隸
の
-マ
ン
ス
は
パ
.リ
の
周 

辺
で
か
な
り
ま
れ
な
例
に
属
し
た
。
テ
ィH

村
で
は
自
由
の
マ
ン
ス
が
六

三

、

 

こ
れ
に
対
し
解
放
奴
隸
の
持
つ
マ
ン
ス
一
四
。
し
か
し
こ
れ
は
例
外
的
な
場
合
. 

で
あ
っ
た
。
ベ
ル
リ
エ
ー
ル
村
で
は
自
由
八
一
、
> こ
れ
に
対
し
奴
隸
が
ニ
で
あ 

る

プ

-0
:
紀
に
は
-
>れ
.は
奴
課
の
出
自
の
者
が
.自
由
の
出
自
の
者
の
マ
ン
ス 

の
経
営
に
従
う
.場
合
知
，お
.っ
た
。
ま
た
そ
の
逆
の
場
合
も
起
り
得
た
。
し
、i
し 

社
で
あ
る
。
今
や
耕
作
者
.の
身
分
が
そ
の
ま
ま
マ
ゾ
ス
の
格
づ
け
と
な
る
と
い

六

六

(

四
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う
事
態
は
解
消
し
て
し
ま
っ
た
。

マ
ン
ス
は
九
世
紀
ね
本
格
的
な
普
及
を
示 

す
。
' し
か
し
そ
の
時
す
で
：に
.マ」

ン
'.ス
制
度
に
重
大
な
混
乱
が
起
っ
て
い
た
の
で 

あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
解
放
奴
隸
が
挣
つ
マ
ン
ス
は
依
然
と
し
て
例
外
に
属
し 

た
。
彼
は
家
内
奴
隸
の
出
で
あ
る
。！.領
主
財
産
の
な
か
で
直
営
也
が
大
き
な
割 

合
を
占
め
て
.い
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
.マ
ン
..ス
は
夫
役
の
給
源
に
ほ
か
な
ら 

な
い
。
早
く
も
領
主
財
産
の
解
体
が
起
り
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
古
典
型
が
根 

強
.く
存
続
す
る
。
本

は

パ

リ

周

辺

に

.つ

い

て

こ
の
点
を
強
^

す
る
の
で
あ
っ 

た
.
。
. ノ 

.

/
当
初
領
主
の
財
産
で
直
営
^
が
大
き
な
部
分
を
占
め
.て
い
た
。
四
分
の
一
か 

ら
ニ
分
のr

と
.ぃ
う
。
こ
れ
に
対
し
マ
ン
ス
の
全
体
が
占
め
る
割
合
は
か
な
り 

小
さ
か
っ
た
。
直
営
地
が
広
大
な
部
分
を
占
め
て
い
た
段
階
で
マ
ン
ス
所
有
者 

が
果
す
べ
き
義
務
め
う
ち
最
大
の
も
の
は
直
営
地
で
.の
夫
役
で
あ
っ
た
。
_
こ 

三
日
か
そ
れ
以
上
が
要
求
さ
れ
た
。
夫
役
は
直
営
地
の
耕
作
で
必
嬰
な
労

働

力
 

.の
根
幹
を
形
成
し
て
い
た
。
従
っ
て
こ
の
段
階
で
マ
.シ
ス
は
も
っ
，ぱ
ら
直
営
地 

の
'耕
作
の
た
め
の
労
働
給
源
と
み
な
さ
れ
る
ほ
か
な

.い
。：
パ
リ
周
辺
で
は
こ
の 

体
制
が
根
強
ぐ
続
く
の
で
あ
？
た
。し
か
し
一
.方
で
：マ
ン
ス
は
解
体
し
、も
は
や 

生
活
の
場
と
し
て
完
全
な
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
た
。

マ
ン
ス
の
分
解
は
夫
役 

の
調
達
を
不
可
能
に
し
た
。，
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
従
来
の
体
制
を
続
け
ょ
う 

と
思
え
ば
、
■マ
シ
ス
を
造
出
す
：る
以
外
に
な
い
。
こ
の
た
め
開
墾
が
進
め
ら
れ 

た
。
.ま
た
マ
ン
ス
の
外
側
に
放
置
さ
れ
て
い
た
地
片
を
も
っ
て
マ
ン
ス
を
造
出 

す
る
と
い
5-
-
努
カ
が
続
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
小
中
を
ホ
ー
テ
ィ
セ
と
呼
ん
ビ
。
 

結
局
の
.と
こ
ろ
直
営
地
の
耕
作
に
必
要
な
夫
役
の
給
源
に
た
る
だ
け
の
マ
ン
ス 

を
造
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
直
営
地
の
維
持
は
重
大
な
危

機

に

直

面

し
た
こ
う
し
た
な
か
で
霞
主
は
直
営
地
す
ら
.マ
：ン
ス
と
し
■て
放
出
ず
る
と
と 

を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
新
し
い
マ
ン
ス
の
出
現
で
あ
る
。
こ
こ
に
マ
ン
ス
制
度 

を
複
雑
.に
1,
た
第
一
の
原
因
が
あ
っ
た
。

i

は
家
内
奴
隸
を
解
放
し
、.'
そ
こ 

.に
耕
作
渚
と
し
て
嵌
込
ん
'だ
。
九
世
紀
に
.：マ
ン
ス
が
本
格
的
な
.普
及
を
示
し
た 

と
ぃ
う
時
，
実
に
か
か
る
事
態
.の
反
映
で
あ
：っ
た
。
領
主
が
直
営
，地
を
：解
体 

し
、
そ
の
瞬
間
に
も
は
や
マ
ン
ス
所
有
者
は
夫
役
を
要
求
さ
れ
な
い
.。
事
実
夫 

役
は
.

一

年
を
通
じ
©
日
な
い
し
五
日
に
減
少
し
た
。
最
大
の
場
合
，で
年
間
十
日 

で
あ
：っ.た
。
夫
役
の
激
減
は
明
白
で
あ
る
。
領
主
は
直
営
地
を
解
体
し
、，
決
し 

」

て
こ
れ
を
拡
大
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
::
.領
主
は
開
墾
を
進
め
た
。
.し
か
し
そ 

れ
を
直
営
地
に
組
込
も
う
と
し
な
い
。む
し
，ろ
逆
：に
.，マ
ン
ス
.と
し
て
放
出
し
た
。
 

問
題
は
農
村
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
家
族
の
生
活
の
場
と
し
て
再
編
.す
る
.こ 

と
に
あ
っ
た
。
、
そ
し
て
領
主
は
こ
れ
ら
マ
ン
ス
の
所
有
者
に
サ
ン
ス
の
収
奪
者 

■i
し
て
対
し
た
。
.サ
シ
ス
に
は
複
雑
な
封
建
的
負
担
が
付
随
す
る
。
か
つ
て
領
. 

主
は
夫
役
の
徴
収
者
と
し
て
.マ

'/
ス
に
望
ん
だ
。
'彼
は
直
営
地
を
経
営
す
る
企 

業
主
で
あ
り

、

か
か
る
も
の
と
七
て
マ
ン
ス
に
対
し
た
の
.で
あ
っ
た
0

体
制 

転
換
で
あ
る
。.
し
か
し
パ
リ
周
辺
で
そ
の
展
開
は
.お
く
れ
た
。
こ
b
点
は
す
で 

に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
 

!

I

マ
；

v

ス
の
崩
壊

〕

耕
作
者
の
ー
家
族
が
ー
つ
の
マ
ン
ス
を
経
営
し
た
。.
こ 

れ
が
原
則
で
あ
る
。
.し

ば

し

ば

一

つ
の
マ
ン
ス
に
数
家
族
が
生
活
し
て
い
：た
。
 

通
例
は

一一

家
族
、
し
ば
し
ば
三
家
族
と
い
わ
れ
た
。

マ
ゾ
ス
：制
度
は
混
乱
を
深 

め
て
い
っ
た
。
今
.や
.マ
.シ
.ス
.で
原
型
を
保
持
す
る
場
合
は
ま
れ
に
な
っ
た
。

エ 

ピ
ネ
村
で
は
マ
ン
ス
の
三
分
の
ニ
が
一
つ
の
家
族
と
い
う
康
則
を
残
し
て
い 

,

ま
た
。ハ
レ
ソ
村
杧
つ
い
て
:*
,
半
数
が
一
家
族
で
あ
っ
た
:0
し
か
し
こ
れ
は 

留 

評

例
外
的
な
場
合
で
あ
る
。
原
則
は
急
速
に
後
退
し
て
い
っ
た
。
，1

つ
の
家
族
が 

一
つ
の
マ
ン
ス
を
生
活
の
本
格
的
な
場
と
す
る
こ
と
は
多
く
み
ら
れ
な
く
な
っ 

て
来
て
い
る
。

マ
ン
ス
で
，半
数
は
一
一
つ
の
家
族
の
た
め
の
共
同
の
.生
活
の
場
で 

あ
っ
た
。
後
に
は

マ
シ

ス
の
ー
一
一
分
の
一
に
お
い
て
三
家
族
と
い
う
こ
と
に
な

っ
 

て
い
っ
た
。.
マ
ン
ス
は
限
度
以
上
の
人
ロ
_を
か
か
え
る
に
；
い
た
っ
た
の
で
あ 

る
。
マ
.ン
ス
は
.も
は
や
生
活
の
本
格
的
な
場
と
し
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ 

た
。

一.家
族
，に
一
マ
ン
ス
の
原
則
は
崩
壊
し
、
こ
こ
に
マ
ン
ス
を
持
つ
こ
と
の 

意
味
は
減
退
し
て
い
っ
た
。
か
く
て
マ
ン
ス
.を
手
放
す
者
が
続
出
し
た
。
こ
う 

し
た
な
か
で
マ
ン
ス
を
い
く
つ
か
集
積
す
る
者
が
現
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
し 

ば
し
ば
マ
ン
ス
に
.付
属
す
る
土
地
全
部
を
手
故
し
、住
居
の
み
残
す
者
も
出
た
。
 

し
か
し
こ
れ
は
ま
れ
な
場
合
で
あ
る
。
マ
.ン
ス
の
土
埤
の
一
部
を
手
放
す
人
 々

が
よ
り一

般
的
で
あ
っ
た
.0
か
か
る
事
実
は
九
世
紀
の
後
半
に
か
な
り
み
ら
れ 

た
。
こ
う
し
た
過
程
を
通
じ
持
分
が
四
分
の
.一：
マ
.ン
ス
、

ニ
：分
の
一
マ
ン
ス
と 

レ
う
如
き
場
合
も
起
ô
た
。
ま

た

自

本

来

の

.マ

.シ

.ス
の
ほ
か
、
.
ニ
分
の
一 

，マ

ン

ス

を

持

つ

^

も

現
わ
れ
た
，

マ
ン
ス
の
所
有
者
の
間
で
不
平
等
が
増
大
し 

,て
い
-.
0
.
た

の

で

あ

.っ

た

。
，
今

や

マ

ゾ
ス
は
家
族
経
営
の
単
位
と
い
う
そ
の
本
来 

.の
意
義
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
.っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
単
に
そ
れ
、だ
け
が
マ 

ン
ス
所
有
者
の
間
に
不
平
等
を
^
大
す
る
原
因
で
は
な
い
。
-開
墾
も
ま
た
マ
ン 

ス
所
有
の
不
平
等
を
促
進
し
た
。
し
か
し
パ
リ
.周
辺
に
.お
い
て
開
墾
に
よ
る
影 

響
は
少
な

か

っ

た

。

開
墾

で

マ
.ン

ス
所
有
に
不
平
等
が
拡
大
し
た
と
は
い
え
な 

ぃ
。
も
づ
ぱ
ら
マ
ン
ス
移
転
の
な
か
に
所
有
の
不
平
等
が
醸
成
さ
れ
た
の
で
あ 

っ.た
。
本
稿
で
は
か
く
み
た
。
：
マ
ン
ス
は
徴
税
単
位
で
.あ
る
。
し
か
し
耕
作
者 

に
独
立
の
生
活
を
保
証
し
た
.限
り
マ
ン
ス
_は
徴
税
巢
位
と
し
て
安
全
に
機
能
し

六

七(

四
ニ
九)



得
た
の
で
あ
っ
た
"
々
シ
ス
'の
分
解
の
な
か
で
そ
の
可
能
性
は
減
じ
た
。
か
く 

て
領
主
財
政
は
危
険
に
追
込
ま
れ
る
こ
ど
に
な
っ
た
。
"当
然
-
こ

^
-
領

主

は
 

マ
ン
ス
の
移
譲
.を
禁
止
す
る
ど
い
う
^
い
態
度
：に
出
た
。
，
八
六
四
年
'の
こ
と
で 

あ
.：っ
た
。

し
か
し
現
実
に
：
マ
ン
：

.ス
の
解
体
は
続
い
た;0
一
：
一
分
：
の

：
一

マ

ン

ス

.
を

持
 

つ
七
い
ぅ
場
合
に
も
っ
と
も
多
く
出
会
わ
す
ど
こ
で
ニ
分
の 

一/
と
い
ぅ
.場
.合
、
 

言
葉
の
厳
密
な
意
味
の
そ
れ
ヾ
で

.は

.な
く
、
む
し
ろ
ニ
分
の
一
を
下
廻
っ
て
い 

た
。.;
'
四
分
のI

、
四
分
の
三
と
い
ぅ
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
マ
ス
ス
の 

所
有
者
に
傲
主
は
い
か
に
対
し
た
が
。
ニ
分
0'
ー：
マ
ン
ス
で
は
貞
_
を
半
分
に 

減
じ
た
。.
.ベ
ル
リH 

I
ル
村
の
場
合
，
厳
密
に
半
減
し
た
。.
従
う
て
負
担
は
重 

く
つ
い
た
。
ま
.た
マ
ン
ス
を
集
積
し
た
者
に
対
し
て
は
ど
ぅ
か
。|

般
に
そ
の 

場
合
、
領
主
は
負
担
を
大
幅
に
軽
減
す
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ 

た
。
负
担
は
集
積
の
規
模
に
比
例
し
な
い
。
.多
く
の
マ
ン
ス
汾
少
数
者
の
手
に 

集
中
し
、
.そ
の
過
程
で
領
主
支
配
の
弱
体
化
は
避
け
ら
れ
な
か
-?
た
の
で
あ
っ 

た
0
.々：

ン
ス
.の
解
体
に
よ
り
領
主
は
体
制
変
更
：を
迫
ら
れ
る
に
い
た
.っ：た
。
直 

営
地
の
.マ
ン
ス
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
内
奴
隸
の
解
放
に
通
じ
た
。
し
か
し
。ハ
 

リ
の
周
辺
で
か
か
る
過
程
が
急
速
に
展
開
し
た
と
は
い
え
な
い
.。
.
直
営
地
は
領 

主
財
産
の
な
か
で
大
き
な
意
味
を
持
ち
続
け
て
い
.た
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は 

こ
の
点
を
強
調
す
る
。
.

耕
作
者
は
も
と
も
と
同
時
に
そ
の
土
地
の
所
有
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は 

土
地
に
対
す
る
自
己
の
権
利
を
維
持
す
る
た
め
国
家
の
保
護
を
必
要
と
し
た
。
，
 

国
家
が
解
体
し
て
後
は
領
主
が
そ
の
貴
に
任
じ
た
。
こ
の
保
護
に
報
い
る
ベ
く 

彼
は
領
生
に
対
し
何
ら
か
负
担
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
最
初
は
夫 

役
を
も
っ
て
し
た
。
し
か
し
後
に
は
サ
ン
ス
负
担
者
と
し
て
対
し
た
。.
に
も
か

六

八

S

三
〇)

か
お
ら
ず
彼
は
自
分
.の

土

地

で

自

立

を

誇

，っ
て
•

い
た
。

土
地
を
所
有
す
る
.こ
と 

が
彼
に
と
.っ
：て
は
生
活
の
保
証
で
あ
つ
た
。

マ
ゾ

ス
で
あ
る
。

一
定
の
内
容
を 

持
っ
た
財
産
で
あ
？
た
。，
夫
役
.：の
提
供
と
い
い
サ
シ
ス
の
負
担
と
い
い
、

V

す
べ 

て
マ
、ブ
..ス

に
対
す
る
権
利
を
確
実
に
す
石
た
め
.の
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
-L 

か
じ
が
か
る
体
制
ば
崩
壊
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。.
崩
壊
は
他
所
者
に
よ
る
土
.也 

の
収
奪
と
い
ぅ
形
で
起
っ
た
。
十
六
世
紀
以
降
こ
の
過
程
の
進
行
が
目
立
つ
。
 

都
市
で
裁
判
職
に
あ
る
者
が
他
所
者
の
中
核
を
形
成
し
て
.い
た
。.
土
地
が
彼
の 

芋
に
渡
っ
た
時
，
.単
に
自
己
の
高
い
出
自
を
示
す
た
め
の
手
段
で
は
な
いv

同 

時
に
そ
れ
は
彼
に
-と
り
盛
ん
^
収
益
を
も
た
ら
す
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ 

た
;0
彼
は
変
動
の
多
い
経
済
の
な
か
で
.捧
給
に
依
存
す
る
生
活
が
い
'か
に
危
険 

で
あ
っ
た
か
に
気
づ
き
，
土
地
か
ら
の
収
入
で
生
活
の
安
泰
を
期
そ
ぅ
と
し
た 

.の
で
あ
っ
た
。..，彼
は
都
市
の
生
®
者
と
し
て
土
地
で
貨
幣
を
求
め
た
。
し
か
し 

隍
接
経
営
は
で
き
な
.い
。
，彼

®
関
心
は
依
然
と
し
て
役
職
で
あ

っ
た
。
従
っ
て 

土
地
に
つ
い
て
そ
の
監
督
の
た
め
多
大
の
労
を
投
入
す
る
こ
.ど
，に
は
我
慢
で
き 

な
い
。
.当
時
フ
ラ
ン
ス
で
は
土
地
の
管
理
に
必
要
な
人
材
を
見
出
す
こ
と
が
困 

難
で
あ
り
、
.

」

直
接
経
営
は
不
可
能
視
さ
れ
て
.い
た
。.
他
に
土
地
を
必
耍
と
す
る 

者
が
数
多
く
い
た
と
と
の
な
か
で
土
她
は
急
速
に
小
作
関
係
に
組
込
ま
れ
て
い 

っ：た
。
所
有
と
経
営
の
決
定
的
な
分
離
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
ジ
ー
は
マ
ン
ス 

制
度
の
混
乱
の
な
か
で
よ
く
こ
'の
こ
と
を
達
成
で
き
た
。
し
か
し
彼
が
土
地
に 

向
っ
た
時
、
貨
幣
に
対
す
る
必
要
が
ど
れ
ほ
ど
高
か
っ
た
こ
と
か
。
従
っ
て
小 

作
地
で
貨
幣
の
収
取
を
能
率
的
に
す
る
こ
と
は
蜇
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
収
取 

を
持
続
化
す
る
こ
と
は
も
っ
と
堃
ま
れ
た
。
こ
の
た
め
小
作
地
は
賃
借
者
の
本 

格
的
な
生
活
の
場
と
し
て
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
义
っ
た
。
賃
贷
料
を
召
ヒ
げ
ヒ

あ
と
で
耕
作
者
の
自
立
を
そ
の
土
地
に
よ
っ
て
保
証
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ 

る
。
土
地
を
小
作
閲
係
に
組
込
み
、
そ
の
こ
と
で
貨
幣
を
安
全
か
つ
確
実
に
収 

取
す
る
と
い
う
目
的
は
こ
こ
に
達
成
さ
れ
た
。
か
か
る
小
作
地
を
フH.

ル
ム
と 

呼
ん
だ
。
小
作
関
係
、
こ
れ
も
支
配
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
0
そ
の
下
で
耕
作
者 

に
自
立
の
生
活
が
保
証
さ
れ
る
。
.従
っ
て
フ
ヱ
ル
ム
は
マ
ン
ス
に
通
じ
た
。

マ 

ン
ス
の
解
体
は
明
向
で
あ
る
。
今
や
ブ
ル
ジ
ョ
.ヮ
ジ
ー
は
そ
れ
を
フ
エ
'ル 
<
と 

し
て
W
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
領
主
は
経
済
的
基
盤
を
喪
朱
し 

た
。
ブ
ル
ジm

.ヮ
ジ
I
は
こ
.の
機
に
乗
じ
一
気
に
そ
の
地
位
を
奪
っ
た
。
フ
エ 

ル
ム
所
有
者
と
し
て
の
立
場
を
強
化
す
る
た
め
に
も
こ
.れ
は
必
要
で
あ
っ
た
。
 

新
領
主
制
の
形
成
で
あ
る
。

■,
 

'
V-
:
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【

結】

マ
ン
ス
の
分
裂
が
起
り
卩
そ
の
間
に
耕
作
者
の
一
部
は
マ
ン
.ス
の
集 

猜
を
続
け
た
。
こ
.の
過
程
で
彼
は
.領
主
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
 

領
主
財
政
の
危
機
で
あ
り
、.
そ
れ
が
ま
た
領
主
支
配
の
変
容
す
る
契
機
と
も
な 

っ
た
。.
.：本
稿
で
は
こ
.の
時
期
を
九
世
紀
早
々
：に
：求
め
る
。：
マ
ン
ス
の
本
格
的
普 

及
の
な
か
に
領
主
が
そ
の
支
配
を
確
立
し
、
そ
の
時
早
く
も
崩
壊
の
過
程
が
始 

ま
っ
て
い
た
と
い
.う
の
.で
あ
っ
た
。
こ
の
原
因
を
本
稿
で
：は
人
ロ
圧
に
み
る
，
 

そ
の
点
ブ
ロ
ッ
ク
説
と
遠
う
"
.マ
ン
ス
.所
有
に
み
ら
れ
る
不
平
等
を
ブ
ロ
ッ
ク 

は
有
力
な
家
族
の
存
在
か
ら
説
叨
し
よ
う
.と
し
た
.。
.傑
出
し
た
家
族
、が
あ
り
* 

そ
う
し
た
な
か
で
所
有
の
不
平
等
は
最
初
か
ら
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の 

で
あ
る
。.
し
か
し
本
稿
で
は
独
立
自
営
の
耕
作
者
が
想
定
さ
れ
.た
の
で
あ
0 

た
。
人
ロ
圧
、.
.い
-?
:て
み
れ
ば
そ
れ
は
繁
栄
の
.所
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
今
や 

不
平
等
は
経
済
発
展
の
避
け
ら
れ
な
い
帰
結
で
あ
っ
た
。
繁
栄
の
な
か
に
.貧
困 

が
準
備
さ
れ
る
。
.独
立
の
生
活
に
必
要
な
マ
シ
ス
を
持
た
な
い
人
々
の
発
坐
，

そ
れ
が
領
主
収
入
の
減
退
を
導
く
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
問
題
は
こ
れ
ら
の 

人
々
を
マ
ン
ス
所
有
者
に
引
戾
す
こ
と
で
あ
る
。
_
実
そ
の
た
め
の
努
力
が
続 

く
。，
し
か
し
効
果
は
う
す
か
った
。

•領
主
制
は
危
機
に
兒
舞
わ
れ
、
急
速
な
体 

質
改
善
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
パ
リ
周
辺
で
こ
の 

過
程
が
円
滑
に
進
行
し
た
と
は
思
え
な
い
。
本
稿
で
は
そ
う
結
論
し
、
教
会
領 

•
に
お
け
る
古
典
型
の
根
強
い
存
続
を
強
調
す
る
の
で
あ
っ
た
。
依
然
マ
ン
ス
は 

夫
役
の
給
源
と
し
て
古
典
型
存
続
の
た
め
の
甚
礎
を
構
成
ず
る
こ
と
に
な
っ 

た
。
.今
日N

ラ
ン
ス
は
家
族
農
場
の
存
在
を
も
っ
て
特
徴
と
す
る
。■
そ
の
維
持 

存
続
が
政
治
の
目
標
：と
さ
.え
考
え
ら.れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
所
有
財
産
を
一
家 

族
で
耕
作
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
ょ
り
そ
れ
は
歴
史
に
深
く
根
を
下
し
た
伝
統 

で
あ
っ
た
。
し
か
し
時
代
の
推
移
の
な
か
で
そ
れ
は
形
を
変
え
て
現
わ
れ
た
。
 

マ
シ
：ヌ
は
い
わ
ば
原
初
形
態
で
あ
る
。
新
領
主
制
の
下
で
は
フ
ヱ
ル
ム
の
形
を 

と
っ
た
。
.
.後
進
地
域
で
そ
れ
は
.メ
.テ
リ
と
し
て
現
象
し
た
.0
革
命
は
割
地
農
民 

の
創
出
の
な
か
に
か
か
る
理
想
の
具
体
化
を
め
ざ
し
た
。，.大
苹
命
を
農
民
箪
命 

と
い
う
理
由
で
あ
る
。
フ
ラ
ソ
ス
農
政
は
マ
ン
ス
に
始
ま
り
.
そ
の
伝
統
の
維 

持
と
.い
う
こ
と
._を
軸
に
展
開
し
て
来
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
の
で 

あ
：
っ
た
。
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