
よ
う
と
す
る
場
合
、
稲
作
以
前
に
関
す
る
考
察
、
稲
作
以
外
に
関
す
る
考

察
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
示
し
た

こ
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
犠
牲
死
に
集
約
さ
れ
が
ち
な

西
洋
の
供
犠
理
論
を
視
野
に
い
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
別
個
の
文
脈
上

に
供
犠
を
配
置
し
よ
う
と
し
た
斬
新
な
試
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
、
一
応

の
見
通
し
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
書
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
供
犠
に
関
す
る
幾
多
の
新
知
見
と
新
た
な

供
犠
理
論
は
、
こ
の
分
野
に
志
す
今
後
の
研
究
者
に
対
し
拠
る
べ
き
基
盤

的
研
究
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ブ
（
句
○

（
皇
学
館
大
学
教
授
）

八
木
公
生
氏
の
新
著
『
天
皇
と
日
本
の
近
代
』
の
性
格
を
、
一
言
で
説

明
す
る
と
し
た
ら
、
ど
う
言
う
べ
き
か
？

明
治
憲
法
と
教
育
勅
語
を
貫
く
思
想
の
特
質
を
鋭
く
扶
り
出
し
た
近
代

政
治
思
想
研
究
の
新
た
な
達
成
、
そ
れ
と
も
、
教
育
勅
語
の
実
質
的
な
起

草
者
で
あ
る
井
上
毅
を
近
代
日
本
の
傑
出
し
た
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け

た
ユ
ニ
ー
ク
な
思
想
家
論
、
そ
れ
と
も
、
教
育
勅
語
と
い
う
近
代
日
本
に

絶
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
テ
ク
ス
ト
の
綿
密
に
し
て
厳
格
な
注
解
書
、

な
ど
な
ど
。

そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
収
ま
り
き
ら
な
い

と
こ
ろ
に
、
本
書
の
特
徴
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
魅
力
も
、
む
ず
か
し
さ

も
あ
る
。
ま
ず
最
初
の
前
置
き
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
は
、
そ
の
こ
と
を

言
っ
て
お
き
た
い
。

そ
の
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
公
式
的
な
本
書
の
性
格
づ
け
と
は
や
や
離

れ
た
と
こ
ろ
で
、
評
者
は
、
新
書
と
し
て
は
ま
さ
に
異
例
の
上
下
二
冊
本

八
木
公
生
著

『
天
皇
と
日
本
の
近
代
』
（
上
・
下
）

（
講
談
社
現
代
新
書
・
二
○
○
一
年
）

1
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で
、
し
か
も
、
通
常
は
書
か
れ
る
こ
と
の
多
い
「
ま
え
が
き
」
も
「
あ
と

が
き
」
も
な
い
こ
の
本
に
託
し
た
、
八
木
氏
じ
し
ん
の
並
々
な
ら
ぬ
決
意

と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
読
み
と
る
も
の
で
あ
る
。
小
文
を
書
き
始
め
る
に
あ

た
っ
て
ま
ず
初
め
に
述
べ
て
お
く
べ
き
だ
と
思
う
の
は
、
本
書
の
そ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
性
に
富
ん
だ
特
質
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
日
本
国
憲
法
「
第
零
条
」
」
と
題
さ
れ
た
本
書
の
終
章
で
、

著
書
み
ず
か
ら
が
し
る
す
本
書
執
筆
の
動
機
と
目
的
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
最
終
章
に
「
戦
後
民
主
主
義
と
天
皇
」
と
い

う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
付
し
て
い
る
と
お
り
、
著
者
の
考
え
か
ら
す
る
と
、

明
治
憲
法
と
教
育
勅
語
を
直
接
的
な
論
究
対
象
と
し
た
本
書
は
、
じ
っ
は

戦
後
日
本
社
会
に
と
っ
て
の
憲
法
の
問
題
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
の
天
皇
の

位
置
づ
け
の
問
題
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
、

今
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
「
国
民
の
一
人
ひ
と
り
」
が
真
剣
に
問
う
べ
き
こ

と
が
ら
と
し
て
国
家
論
が
あ
り
憲
法
論
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
戦
後

を
生
き
る
も
の
す
べ
て
が
目
を
ふ
さ
い
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
厳

し
い
問
い
か
け
で
あ
り
、
ま
た
お
そ
ら
く
は
、
自
省
な
の
で
あ
る
。

誰
も
が
み
と
め
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
だ
が
、
敗
戦
を
境
と
し
て
大
多
数

の
日
本
人
は
、
言
う
と
こ
ろ
の
「
一
億
総
骸
悔
」
に
よ
っ
て
、
天
皇
教
徒

／
日
本
教
徒
か
ら
ア
メ
リ
カ
教
徒
に
改
宗
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
信
念
も
価

値
観
も
ま
る
ご
と
投
げ
捨
て
、
民
主
主
義
者
と
し
て
の
新
し
い
装
い
を
手

に
入
れ
、
焼
け
跡
の
な
か
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
。
こ
の
転
換
を
さ
し
て
、

高
名
な
憲
法
学
者
が
、
八
月
十
五
日
に
革
命
が
あ
っ
た
と
見
な
し
た
よ
う

に
、
ま
た
多
く
の
教
師
た
ち
が
、
昨
日
ま
で
の
教
科
書
に
墨
を
塗
る
こ
と

で
、
か
つ
て
の
誤
謬
が
す
べ
て
払
拭
で
き
る
と
信
じ
た
よ
う
に
、
日
本
人

は
お
し
な
べ
て
、
過
去
の
自
己
を
抹
消
し
、
新
し
い
自
己
を
つ
く
り
あ
げ

た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
昨
日
ま
で
は
白
馬
に
ま
た
が
る
大
元
帥
だ
っ
た
天
皇
が
、

今
日
は
尊
大
な
身
構
え
の
占
領
軍
司
令
官
の
脇
に
私
服
で
か
し
こ
ま
っ
て

い
る
の
を
見
て
、
敗
者
と
し
て
の
境
遇
に
少
々
の
屈
辱
を
感
じ
た
と
し
て

も
、
そ
の
天
皇
を
「
象
徴
」
と
規
定
す
る
新
憲
法
を
自
分
た
ち
の
憲
法
と

し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
、
さ
し
た
る
た
め
ら
い
も
疑
義
も
も
た
ず
に
き

た
。
同
様
に
、
現
人
神
だ
と
さ
れ
て
い
た
天
皇
が
、
じ
っ
は
「
人
間
」
だ

っ
た
と
宣
言
す
る
の
を
聞
い
て
も
、
た
だ
、
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
う
だ
け

で
、
そ
の
変
説
を
問
い
つ
め
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
す
べ
て
、
つ
ま
り
、
戦
後
日
本
社
会
全

つ
け

体
の
付
が
、
五
十
年
以
上
を
へ
た
現
在
も
な
お
、
た
と
え
ば
教
科
書
問
題

と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
首
相
の
靖
国
参
拝
問
題
と
し
て
、
清
算
さ
れ
な
い

ま
ま
、
重
苦
し
く
こ
の
国
を
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
著
者
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
直
接
言
及
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
今
日
に
い
た
っ
て
も
、
戦
後
わ
れ
わ
れ
が

生
き
て
き
た
こ
の
国
の
も
っ
と
も
重
要
な
規
定
で
あ
る
憲
法
に
つ
い
て
、

そ
の
意
義
と
問
題
点
を
自
分
た
ち
じ
し
ん
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
、
考

え
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
こ
と
に
た
い
す
る
不
信
と
憤
懲
が
、
著
者
を
し

て
こ
の
本
を
書
か
せ
た
動
機
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
本
を
書
き
終
え
た
の
ち
、

あ
ら
た
め
て
確
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
感
慨
な
の
で
あ
る
。

終
章
で
、
そ
の
こ
と
を
著
者
は
、
「
憲
法
と
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
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何
で
あ
る
か
を
、
も
う
一
度
そ
の
原
点
か
ら
考
え
な
お
し
て
み
る
こ
と
」

の
死
活
的
な
重
要
性
と
し
て
提
起
し
、
「
国
民
の
一
人
ひ
と
り
」
が
そ
れ

に
積
極
的
に
か
か
わ
り
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
た
思
想
を
共
有
す
る
こ
と
が

不
可
欠
な
の
だ
と
述
べ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
現
憲
法
の
問
題
を
洗
い

な
お
し
て
い
っ
た
場
合
、
や
は
り
第
一
条
で
の
「
象
徴
」
と
し
て
の
天
皇

の
規
定
が
、
「
万
世
一
系
」
の
天
皇
に
よ
る
国
家
の
統
治
を
明
記
し
た
明

治
憲
法
に
比
し
て
、
「
国
家
の
あ
り
よ
う
」
の
規
定
と
し
て
は
は
な
は
だ

暖
昧
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
「
致
命
的
な
欠
陥
」
で
あ
る
、
と
著
者
は
言

う
。
と
い
う
の
も
、
第
一
条
に
お
い
て
、
天
皇
は
「
日
本
国
の
象
徴
」
で

あ
り
、
「
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
」
だ
と
言
わ
れ
は
す
る
が
、
そ
の
天
皇

が
象
徴
す
る
と
さ
れ
る
「
日
本
国
」
あ
る
い
は
「
日
本
国
民
統
合
」
の
内

容
が
、
誰
に
も
共
有
し
う
る
概
念
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
現
行
憲
法
の
第
一
条
が
実
質
的
に
放
榔
し
て
い

る
問
題
、
そ
れ
こ
そ
を
、
わ
れ
わ
れ
の
憲
法
「
第
零
条
」
の
内
容
と
し
て
、

今
こ
の
国
に
生
き
る
す
べ
て
の
も
の
が
自
分
じ
し
ん
の
課
題
と
し
て
引
き

受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
ｌ
こ
れ
こ
そ
が
、
八
木
氏
が
本
書
を
と
お
し
て

わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
て
い
る
鮮
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
ほ
か
な
ら
な
い
・

本
書
は
、
そ
の
課
題
を
真
に
扱
う
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
、
近
代
日
本
の

国
家
の
あ
り
よ
う
、
な
ら
び
に
、
そ
の
こ
と
と
不
可
分
に
関
係
す
る
天
皇

と
い
う
存
在
に
つ
い
て
の
、
著
者
独
自
の
、
思
想
史
的
か
つ
思
想
的
な
チ

ャ
ー
ト
な
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
著
者
が
提
示
す
る
そ
の
チ
ャ
ー
ト
の
概
略
を
し
め
す
必
要

が
あ
る
。
し
か
し
、
紙
幅
の
制
約
も
あ
る
し
、
ま
た
、
内
容
の
客
観
的
な

紹
介
に
配
慮
す
る
あ
ま
り
、
本
書
が
提
起
す
る
肝
心
か
な
め
の
問
題
群
に

つ
い
て
お
ざ
な
り
な
解
説
に
終
始
す
る
の
は
不
本
意
で
も
あ
る
の
で
、
小

文
が
後
段
で
扱
う
論
点
に
で
き
る
だ
け
添
う
か
た
ち
で
、
各
章
の
ポ
イ
ン

ト
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

新
書
版
上
下
二
冊
か
ら
な
る
本
書
の
内
容
は
、
第
一
部
の
「
憲
法
と
現

人
神
」
を
収
め
る
上
巻
と
、
第
二
部
の
「
『
教
育
勅
語
』
の
思
想
」
を
収

め
る
下
巻
と
の
、
二
部
構
成
で
あ
る
。
上
巻
で
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の

発
布
に
い
た
る
ま
で
の
、
近
代
国
家
の
基
本
構
想
が
か
た
ま
っ
て
い
く
過

程
が
、
と
り
わ
け
立
憲
政
体
と
天
皇
の
関
係
を
軸
に
点
検
さ
れ
る
。
下
巻

は
、
そ
の
憲
法
と
一
対
の
意
味
を
も
つ
べ
き
も
の
と
し
て
、
井
上
毅
に
よ

っ
て
起
草
さ
れ
た
教
育
勅
語
の
成
立
事
情
と
そ
の
詳
細
厳
密
な
注
解
で
あ

り
、
さ
ら
に
前
述
の
終
章
が
付
さ
れ
る
。

ま
ず
、
第
一
部
「
憲
法
と
現
人
神
」
は
四
章
か
ら
な
り
、
そ
の
第
一
章

「
「
御
真
影
」
と
し
て
の
天
皇
」
で
は
、
明
治
初
年
に
お
け
る
天
皇
が
、
そ

れ
ま
で
の
宮
廷
深
く
秘
匿
さ
れ
て
い
た
状
態
か
ら
、
巡
幸
や
御
真
影
を
と

お
し
て
、
み
ず
か
ら
を
積
極
的
に
「
見
え
る
天
皇
」
「
見
る
天
皇
」
へ
と

視
覚
化
し
て
い
く
状
況
が
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
論
点
は
、
す
で
に
多
木
浩

二
の
先
駆
的
な
仕
事
が
あ
り
、
近
年
で
は
タ
カ
シ
・
フ
ジ
タ
ニ
な
ど
も
、

近
代
の
国
家
儀
礼
に
お
け
る
視
覚
的
支
配
の
問
題
と
し
て
テ
ー
マ
化
し
て

2
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い
る
も
の
だ
が
、
本
章
で
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
天
皇
の
自
己
表
現
の

な
か
に
、
「
女
装
」
的
な
も
の
と
「
洋
（
男
）
装
」
的
な
も
の
と
の
複
合

を
見
出
し
、
そ
れ
が
の
ち
の
「
憲
法
／
勅
語
」
体
制
の
も
と
で
の
天
皇
の

二
重
の
意
味
と
役
割
を
準
備
し
て
い
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
そ

の
天
皇
の
二
つ
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
田
中
彰
が
か
っ
て
倒
幕
派
志
士
の

う
ち
に
見
出
し
た
天
皇
の
二
つ
の
意
味
、
す
な
わ
ち
、
政
治
的
策
略
の
対

象
と
し
て
の
「
タ
マ
」
と
絶
対
的
な
価
値
の
源
泉
と
し
て
の
「
ギ
ョ
ク
」

と
の
二
面
性
の
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
「
政
治
権
力
の
主
体
」
と
し

て
の
天
皇
（
タ
マ
）
と
「
神
聖
祭
祀
王
」
と
し
て
の
天
皇
（
ギ
ョ
ク
）
と

の
二
面
性
と
し
て
再
構
成
す
る
。
著
者
の
提
示
す
る
後
者
の
一
対
の
概
念

は
、
本
書
全
編
を
貫
く
キ
ー
概
念
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
概
念
設
定
に
つ
い
て
の
検
討
は
の
ち
ほ
ど
ま
と
め
て
行
な
う
こ
と
に

１
，
）
し
‐
全
萢
『
ノ
Ｏ

第
二
章
「
解
釈
の
メ
タ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
天
皇
」
で
は
、
の
ち
に

「
憲
法
／
勅
語
」
体
制
の
基
底
と
な
る
思
想
史
的
な
前
提
が
、
元
田
永
孚

の
果
し
た
役
割
や
教
育
議
論
争
の
経
過
な
ど
を
分
析
す
る
な
か
で
検
証
さ

れ
る
。
そ
の
元
田
に
か
ん
し
て
著
者
が
指
摘
す
る
の
は
、
教
授
す
べ
き
個
々

の
徳
目
を
最
終
的
に
決
定
す
る
の
は
臣
民
で
は
な
く
天
皇
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
意
味
で
天
皇
は
国
民
道
徳
の
「
師
」
と
い
う
「
倫
理
主
体
」
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
天
皇
の
政
治
的
主
体
性
と
神
聖
祭
祀
性
の
両
面

を
倫
理
的
主
体
性
の
う
ち
に
統
一
す
る
こ
と
を
は
か
っ
た
と
す
る
点
で
あ

る
。
ま
た
本
章
の
最
後
で
は
「
解
釈
の
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
の
天
皇
の
問

題
が
扱
わ
れ
、
そ
こ
で
和
辻
哲
郎
の
「
不
定
の
神
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
と

り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
あ
と
で
一
括
し
て
考
え
る
こ
と
に

す
る
。

第
三
章
「
『
軍
人
勅
諭
』
の
天
皇
」
で
は
、
教
育
勅
語
の
特
質
を
正
当
に

把
握
す
る
た
め
の
絶
好
の
参
照
項
と
し
て
、
か
の
悪
名
高
き
軍
人
勅
諭
の

天
皇
観
に
新
し
い
照
明
が
あ
て
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
天
皇
だ
け
が
軍
を

律
す
る
究
極
的
な
「
倫
理
主
体
」
と
な
り
、
軍
人
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
天
皇

と
の
一
体
化
を
幻
想
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
無
責
任
の
体
系
」

を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
著
者
は
、
そ
の
真
の
要
因

は
、
軍
人
勅
諭
が
語
る
天
皇
像
が
決
し
て
軍
令
を
発
す
る
究
極
的
主
体
と

い
う
強
い
存
在
で
は
な
く
、
逆
に
、
軍
人
が
こ
ぞ
っ
て
そ
の
無
謬
性
を
も

ろ
も
ろ
の
汚
染
か
ら
隔
離
・
庇
護
す
べ
き
無
力
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に

も
と
づ
く
と
言
う
。

第
四
章
「
現
人
神
と
し
て
の
天
皇
」
で
は
、
明
治
憲
法
に
お
け
る
天
皇

の
「
立
憲
君
主
」
た
る
内
実
に
、
英
訳
も
合
わ
せ
た
条
文
の
精
繊
な
読
解

を
も
と
に
肉
薄
す
る
。
と
り
わ
け
著
者
が
強
調
す
る
の
は
、
憲
法
条
文
が

「
主
権
（
者
）
」
と
い
う
語
の
か
わ
り
に
「
大
権
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
天
皇
が
立
憲
君
主
で
あ
る
こ
と
を
擬
装
し
つ
つ
、
じ
つ
は
天
皇
を

憲
法
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
的
規
定
の
外
部
に
位
置
せ
し
め
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
国
家
の
基
本
法
た
る
憲
法
の
な
か

に
そ
の
法
を
超
越
す
る
存
在
を
み
と
め
、
し
か
も
そ
の
超
越
性
の
ほ
う
を

法
と
国
家
の
根
拠
と
す
る
根
本
的
な
矛
盾
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
ま
た
そ
れ
こ
そ
が
、
天
皇
を
西
洋
的
な
王
権
神
授
説
を
背
景
と
し
た

立
憲
君
主
と
異
な
る
「
現
人
神
」
た
ら
し
め
た
理
由
で
あ
っ
て
、
「
万
世
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つ
い
で
第
二
部
に
入
り
、
第
五
章
「
『
教
育
勅
語
』
へ
の
道
」
で
は
、

教
育
勅
語
の
原
案
作
成
過
程
で
の
井
上
毅
の
構
想
が
、
中
村
正
直
案
（
文

部
省
原
案
）
、
元
田
永
孚
案
と
対
比
し
な
が
ら
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
。
そ

の
う
ち
、
中
村
案
に
つ
い
て
は
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
臭
を
警
戒
し
た
こ
と
、

元
田
案
に
つ
い
て
は
そ
の
儒
教
主
義
の
排
除
に
井
上
が
意
を
も
ち
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
、
特
定
の
宗
教
や
思
想
か
ら
離
れ
て
、
ひ

た
す
ら
立
憲
政
体
の
原
理
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
井
上
の
勅

語
構
想
の
特
徴
が
あ
る
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
井
上
の
立
場
で
は
「
教

育
」
は
決
し
て
「
国
体
」
に
従
属
す
べ
き
で
な
く
、
そ
の
意
味
で
勅
語
が

一
系
」
と
い
う
神
話
に
も
と
づ
く
「
皇
位
」
の
神
聖
・
不
可
侵
な
る
所
以

で
も
あ
る
。
し
か
も
そ
の
皇
位
の
継
承
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
規
定
を
皇

室
典
範
と
い
う
「
皇
室
の
家
法
」
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
皇
位
そ
の

も
の
は
決
し
て
憲
法
に
規
制
さ
れ
な
い
外
部
性
を
保
証
さ
れ
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
種
の
仕
組
み
は
、
憲
法
発
布
に
か
か

わ
る
付
属
文
書
と
し
て
の
「
上
諭
（
前
文
）
」
の
役
割
か
ら
も
明
ら
か
に

な
る
と
言
い
、
そ
こ
で
は
天
皇
が
神
々
と
人
間
と
を
つ
な
ぐ
仲
介
者
（
折

口
信
夫
の
言
う
ミ
コ
ト
モ
チ
）
で
あ
る
こ
と
、
和
辻
的
に
言
え
ば
、
祀
り
主

に
し
て
同
時
に
祀
ら
れ
る
神
で
も
あ
る
と
い
う
「
通
路
」
と
し
て
の
性
格

が
明
瞭
に
し
め
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
大
日
本
帝
国
」

は
天
皇
を
唯
一
の
祀
り
主
と
す
る
巨
大
な
祭
儀
の
時
空
に
、
つ
ま
り
宗
教

国
家
に
な
っ
た
と
す
る
の
が
、
上
巻
で
の
著
者
の
結
論
で
あ
る
。

3

臣
民
の
良
心
の
自
由
に
干
渉
す
る
結
果
に
な
る
よ
う
な
事
態
は
避
け
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
彼
が
腐
心
し
た
の
が
勅

語
の
公
布
形
式
に
つ
い
て
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
井
上
は
で
き
る

だ
け
間
接
的
な
下
付
と
い
う
形
式
を
望
ん
だ
が
、
結
局
は
山
県
有
朋
と
元

田
の
連
携
の
も
と
に
、
教
育
勅
語
は
軍
人
勅
諭
と
お
な
じ
く
、
宮
中
に
首

相
・
文
相
を
よ
ん
で
下
付
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
勅
諭
と
同
様
、
「
黒
塗

御
紋
付
箱
」
に
納
め
る
こ
と
ま
で
決
定
さ
れ
る
な
ど
、
起
草
者
・
井
上
が

勅
語
に
込
め
た
深
謀
遠
盧
は
公
布
形
式
と
い
う
最
後
の
場
面
で
完
全
に
裏

切
ら
れ
た
と
す
る
。
そ
れ
を
著
者
は
、
勅
諭
の
先
例
を
踏
ま
え
た
山
県
が
、

勅
語
の
実
質
的
な
効
力
は
そ
の
思
想
内
容
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
つ
つ
む

儀
礼
形
式
に
こ
そ
あ
る
こ
と
を
知
悉
し
て
い
た
か
ら
だ
と
解
す
る
。

こ
の
次
に
置
か
れ
る
の
が
、
本
書
の
前
提
と
も
最
終
的
成
果
と
も
言
え

る
第
六
章
「
『
教
育
勅
語
』
の
思
想
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
章
は
、

「
井
上
毅
に
よ
る
注
解
試
論
」
と
副
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
井
上
が
企

図
し
た
立
憲
政
体
主
義
に
も
と
づ
く
教
育
勅
語
の
思
想
内
容
が
何
で
あ
っ

た
か
を
、
初
稿
か
ら
完
成
稿
に
い
た
る
変
遷
も
視
野
に
入
れ
て
解
明
し
よ

う
と
す
る
も
の
だ
。
そ
の
点
で
、
井
上
哲
次
郎
の
『
勅
語
桁
義
』
以
降
の

す
べ
て
の
論
が
こ
れ
を
天
皇
の
聖
語
と
見
な
す
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る

の
と
は
ち
が
っ
て
、
井
上
毅
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
語
ろ
う
と
し
た

思
想
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
注
解
作
業
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
た
っ
た
六
個
の
セ
ン
テ
ン
ス
、
三
百
十
五
文
字
に
凝
縮
さ
れ

た
勅
語
の
一
字
一
句
の
検
討
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
原
文
の
文
脈
に
忠
実

に
そ
の
思
想
を
読
み
と
る
こ
と
を
最
優
先
に
し
て
、
語
句
の
注
釈
、
解
釈
、
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も
う
一
つ
は
、
例
の
「
一
旦
緩
急
ア
レ
バ
義
勇
公
二
奉
ジ
」
と
い
う
、

教
育
勅
語
中
も
っ
と
も
評
判
の
悪
い
段
落
の
解
釈
に
か
ん
し
て
で
あ
る
。

そ
こ
で
著
者
は
、
こ
れ
が
「
緩
急
ア
ラ
バ
」
で
は
な
く
「
緩
急
ア
レ
バ
」

と
已
然
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
こ
は
、
国
家
に
緩
急
が
起

こ
る
、
そ
う
い
う
条
件
が
あ
れ
ば
「
い
つ
も
か
な
ら
ず
」
義
勇
公
に
奉
ず

る
、
と
い
う
「
常
例
の
条
件
」
を
し
め
す
も
の
で
あ
っ
て
、
井
上
の
立
憲

う
「
祭
事
の
統
一
」
と
重
な
る
と
す
る
。

現
代
語
訳
が
二
○
○
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
文
字

ど
お
り
、
著
者
の
全
精
魂
が
傾
注
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ

こ
で
そ
の
一
々
に
言
及
す
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
の
で
、
著
者
の
解

釈
の
ポ
イ
ン
ト
を
二
点
だ
け
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

一
つ
は
、
「
我
ガ
皇
祖
皇
宗
」
の
「
肇
国
」
に
淵
源
を
も
つ
天
皇
に
よ

る
統
治
の
性
格
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
れ
を
著
者
は
、
井
上
の
別
の
論
考
「
言

霊
」
に
依
拠
し
つ
つ
「
知
ら
す
」
こ
と
と
見
な
し
、
そ
れ
は
領
士
の
占
有

や
王
と
人
民
の
契
約
と
い
う
観
念
と
は
ち
が
っ
て
、
「
心
に
て
物
を
知
る
」

と
い
う
「
日
本
に
お
け
る
天
皇
統
治
の
独
自
の
あ
り
よ
う
」
を
し
め
す
も

の
だ
と
解
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
天
皇
の
統
治
の
あ
り
よ
う
を
も

っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
和
歌
の
勅
撰
と
い
う
こ
と
だ
と
解
し
、

『
古
今
集
』
以
降
の
四
季
の
部
立
は
世
界
を
反
復
し
循
環
す
る
秩
序
と
し

て
と
ら
え
る
も
の
で
、
天
皇
は
そ
う
し
た
歌
集
を
勅
撰
す
る
こ
と
で
そ
の

秩
序
を
掌
握
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
天
皇
み
ず
か
ら
も
民
と
同
様
に
歌
を

詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
お
な
じ
世
界
内
秩
序
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
見

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
統
治
の
特
徴
は
、
和
辻
の
言

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
こ
ま
で
で
本
書
が
終
わ
っ
て
い
た
と

し
た
ら
、
そ
れ
が
い
か
に
厳
密
な
注
解
的
労
作
で
あ
る
と
し
て
も
、
結
局

の
と
こ
ろ
は
教
育
勅
語
の
よ
っ
て
立
つ
帝
国
憲
法
と
天
皇
制
国
家
の
擁
護

に
す
ぎ
な
い
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
。
現
に
、
そ
う
し
た
筋
違

い
の
評
価
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
す
で
に
最
初
に
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
あ
と
の
終
章
で
著
者
は
、
現
在
を
生
き
る
「
国
民
の
一
人
ひ

政
体
主
義
の
理
念
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、
こ
の
直
前
の
「
常
二
国
憲
ヲ
重

ジ
国
法
二
遵
上
」
と
い
う
絶
対
の
徳
目
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
日
常
に

お
け
る
「
覚
悟
」
と
し
て
「
義
勇
公
二
奉
ジ
」
る
こ
と
を
「
常
に
」
こ
こ

ろ
が
け
よ
、
と
い
う
の
が
正
確
な
趣
旨
な
の
だ
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
れ
は
、
『
勅
語
桁
義
』
が
強
調
す
る
ご
と
き
、
国
家
の
緩
急
に
お
い
て
「
欣

然
一
命
ヲ
郷
シ
」
と
い
う
「
命
が
け
の
奉
公
」
と
は
似
て
非
な
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
二
点
に
代
表
さ
れ
る
解
釈
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
著
者
は
本
章

の
注
解
を
通
じ
て
、
教
育
勅
語
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
明
治
維
新
の
有
す

る
意
義
を
は
じ
め
て
思
想
的
に
根
拠
づ
け
、
ま
た
そ
の
立
憲
制
に
応
じ
た

新
し
い
国
民
像
を
提
示
し
た
点
に
お
い
て
、
明
治
憲
法
を
も
し
の
ぐ
ほ
ど

の
、
思
想
家
・
井
上
毅
の
業
績
だ
と
結
論
づ
け
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た

思
想
的
意
義
を
も
っ
た
文
書
が
儀
礼
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
、
「
御
真
影
」

と
と
も
に
奉
安
殿
と
い
う
不
可
侵
の
聖
域
に
鎮
座
す
る
「
祭
具
」
と
な
っ

た
こ
と
を
も
、
も
と
よ
り
付
言
し
た
う
え
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
。

4
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と
り
」
が
み
ず
か
ら
の
問
題
と
し
て
、
明
治
憲
法
と
教
育
勅
語
に
し
め
さ

れ
た
天
皇
観
と
現
憲
法
の
象
徴
天
皇
の
あ
り
か
た
と
を
成
心
な
く
対
時
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
り
う
べ
き
「
憲
法
第
零
条
」
の
内
実
を
熟
考
す

べ
き
だ
と
熱
く
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
さ
い
著
者
が
と
り
わ
け
強
調
す
る
の
は
、
現
代
の
凶
悪
犯
罪
の
多

発
や
モ
ラ
ル
の
崩
壊
を
理
由
に
し
て
、
教
育
勅
語
に
そ
な
わ
っ
て
い
た
普

遍
的
な
秩
序
と
道
義
の
教
育
を
復
活
せ
よ
、
な
ど
と
い
っ
た
お
決
ま
り
の

意
見
に
た
い
し
て
、
勅
語
の
徳
目
の
一
部
を
全
体
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し

て
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
井
上
が
明
治
憲

法
に
込
め
た
立
憲
政
体
主
義
の
思
想
と
不
可
分
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
一
部
分
だ
け
を
抜
き
出
し
て
利
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

著
者
の
注
解
作
業
が
勅
語
の
一
字
一
句
を
全
体
的
な
文
脈
に
沿
っ
て
の
み

解
釈
す
る
と
い
う
原
則
に
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
の
、
そ
れ
は
必
然
的
な
帰

結
で
も
あ
ろ
う
。

で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
戦
後
半
世
紀
余
を
へ
た
今
、
あ
ら
た
め
て
「
憲
法

第
零
条
」
を
構
想
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
わ
き
ま
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が

ら
は
何
か
。
そ
れ
を
以
下
で
は
、
本
書
の
各
所
で
著
者
が
提
示
し
た
論
点

を
確
認
し
な
が
ら
、
あ
え
て
二
点
に
絞
っ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
第
一
は
、
現
人
神
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
よ

う
に
、
こ
の
問
題
を
著
者
は
和
辻
哲
郎
の
天
皇
論
を
援
用
し
な
が
ら
提
示

す
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
要
点
は
、
天
皇
は
神
々
の
祭
祀
を
つ
か
さ
ど
る

も
の
（
祀
り
主
）
と
し
て
「
現
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
存
在
な
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
祀
る
行
為
そ
の
も
の
を
と
お
し
て
、
そ
の

身
の
ま
ま
「
祀
ら
れ
る
神
」
へ
と
高
ま
っ
て
ゆ
く
存
在
な
の
だ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
和
辻
は
、
日
本
に
お
け
る
尊
貴

性
の
根
源
は
「
祀
ら
れ
る
」
こ
と
よ
り
も
「
祀
る
」
こ
と
に
あ
る
と
し
た

が
、
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
あ
り
よ
う
は
、
著
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
「
憲
法

／
勅
語
」
体
制
成
立
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
「
五
箇
条
御
誓
文
」
（
慶
応
四
年
）

の
さ
い
の
式
次
第
に
す
で
に
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
そ
の
と
き
紫
展
殿
で
は
、
神
降
ろ
し
と
神
撰
供
進
の
あ
と
天
皇
が
出

御
し
、
総
裁
職
・
三
条
実
美
に
よ
る
御
誓
文
奏
上
を
受
け
て
天
皇
の
親
拝

と
玉
串
奉
莫
が
行
な
わ
れ
、
つ
づ
い
て
三
条
以
下
の
群
臣
が
神
々
と
天
皇

の
ま
え
で
御
誓
文
を
実
現
す
べ
く
努
力
す
る
む
ね
を
誓
う
と
い
う
形
式
で

進
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
次
第
に
お
い
て
は
、
紫
哀
殿
が
そ
の
ま
ま

い
わ
ば
「
高
天
原
」
と
い
う
祭
儀
の
時
空
に
変
質
し
、
そ
の
と
き
天
皇
は

ひ
と
り
の
祀
り
主
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
場
に
降
臨
し
て
い
る
神
々

と
な
ら
ん
で
誓
言
を
う
け
と
る
側
、
す
な
わ
ち
「
祀
ら
れ
る
」
存
在
に
も

な
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
「
御

誓
文
」
の
祭
儀
の
形
式
が
、
じ
っ
は
の
ち
の
憲
法
そ
の
も
の
の
発
布
の
形

式
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
著
者
の
想
定
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
に
一
言
し
た
付
属
文
書
と
し
て
の
「
上
嚥
（
前

文
）
」
に
お
い
て
は
、
「
万
世
一
系
ノ
帝
位
」
に
つ
い
た
天
皇
が
こ
こ
に
「
大

憲
」
を
制
定
し
た
こ
と
が
言
明
さ
れ
る
と
同
時
に
、
議
会
が
こ
の
憲
法
を

有
効
な
ら
し
む
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
、
神
々
に
向
か
っ
て
憲
法
制
定
を
報
告
す
る
天
皇
と
臣
民
に
向
か
っ

て
そ
の
た
だ
し
い
運
用
を
命
ず
る
天
皇
と
い
う
、
第
一
章
よ
り
ず
っ
と
、
王
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題
化
さ
れ
て
き
た
天
皇
の
二
面
性
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
（
第
四
章
）
。

評
者
な
り
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
憲
法
発
布
と
い
う
国
家

の
礎
と
な
る
法
の
始
発
の
場
面
に
お
い
て
、
天
皇
は
、
立
憲
君
主
と
い
う

外
装
を
身
に
つ
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
は
和
辻
的
な
「
通

路
」
と
し
て
の
役
割
、
す
な
わ
ち
、
「
祀
る
」
と
同
時
に
「
祀
ら
れ
る
」

存
在
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
こ

と
を
さ
し
て
、
お
そ
ら
く
著
者
は
、
第
六
章
末
尾
で
、

明
治
国
家
は
、
『
明
治
憲
法
』
を
〈
聖
典
〉
（
不
磨
ノ
大
典
）
と
し
、

『
勅
語
』
と
「
御
真
影
」
、
と
り
わ
け
『
勅
語
』
を
そ
の
不
可
欠
の
〈
祭

具
〉
と
し
て
有
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
成
立
し
得
た
宗
教
国
家
で

あ
っ
た
。
現
人
神
と
し
て
の
天
皇
を
、
国
家
権
力
と
国
民
統
合
の
精

、
、
、
、

神
的
な
中
心
に
す
え
て
成
立
し
た
立
憲
宗
教
国
家
で
あ
っ
た
。

と
書
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
最
終
的
な
判
断
は
、
そ
れ
ま
で
の
本
書
の
綴
密
な
論
証
と
あ
い
ま

っ
て
、
人
を
な
る
ほ
ど
と
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
評
者
も
ま
た
全
面

的
に
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
で
は
そ
の
よ
う
に
特
徴

づ
け
ら
れ
る
近
代
日
本
の
天
皇
の
二
面
性
が
、
第
一
章
か
ら
持
ち
越
さ
れ

て
き
た
「
政
治
権
力
の
主
体
」
と
し
て
の
天
皇
と
「
神
聖
祭
祀
王
」
と
し

て
の
天
皇
と
の
二
面
性
と
い
う
問
題
に
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
接
続
す
る
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
形
式
論
理
的
に
言
う
な
ら
、
井
上
に
よ
る
「
憲

法
／
勅
語
」
体
制
の
構
想
の
も
と
で
、
天
皇
は
、
「
政
治
権
力
の
主
体
」

と
し
て
の
立
憲
君
主
と
い
う
外
装
の
内
側
に
、
「
神
聖
祭
祀
王
」
と
し
て

祀
り
／
祀
ら
れ
る
「
現
人
神
」
性
を
も
つ
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
と
い
う
こ

、
、
、
、

と
だ
ろ
う
。
著
者
が
「
立
憲
宗
教
国
家
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
よ
う

と
し
た
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
著
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
井
上
の
デ
ザ
イ
ン
に
な
る
そ
う
し
た
天
皇
の

二
重
構
造
の
あ
り
よ
う
を
無
視
し
た
の
が
軍
人
勅
諭
的
な
天
皇
観
に
ほ
か

な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
立
憲
君
主
と
現
人
神
と
い
う
相
容
れ
な
い
要
素
を
「
倫

理
主
体
」
と
し
て
の
天
皇
の
う
ち
に
強
引
に
一
本
化
し
、
無
謬
性
の
神
話

で
飾
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
の
著
者
の
概

念
操
作
は
幾
重
に
も
輻
轄
し
て
い
て
（
た
と
え
ば
理
念
／
予
祝
と
い
う
説
明

な
ど
も
ふ
く
め
）
、
必
ず
し
も
す
っ
き
り
し
た
整
合
性
を
も
っ
て
い
な
い
よ

う
に
思
う
。
と
り
わ
け
、
「
神
聖
祭
祀
王
」
と
「
現
人
神
」
の
概
念
上
の

相
互
関
係
が
つ
か
み
に
く
い
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
言
う
と
、
「
祀

り
主
」
と
「
祀
ら
れ
る
神
」
と
の
一
体
不
可
分
の
つ
な
が
り
の
う
ち
、
前

者
に
比
重
を
お
い
て
見
た
も
の
が
「
神
聖
祭
祀
王
」
で
あ
り
、
後
者
に
比

重
を
お
い
て
見
た
も
の
が
「
現
人
神
」
か
と
も
思
う
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、

い
ま
一
歩
踏
み
込
ん
だ
説
明
が
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
検
討
し
て
み
た
い
問
題
も
、
じ
つ
は
以
上
の
こ
と
と
密
接
な
関

、
、
、
、

係
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
著
者
の
言
う
こ
の
よ
う
な
「
立
憲
宗
教
国
家
」
に

お
い
て
、
宗
教
と
祭
祀
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
著
者
は
ふ
た
た
び
、
和
辻
が
戦
後
の
新

憲
法
の
も
と
で
の
象
徴
天
皇
制
に
つ
い
て
論
じ
た
文
章
（
「
国
民
全
体
性
の

表
現
者
」
）
を
参
照
し
、
そ
こ
で
和
辻
が
、
こ
の
憲
法
は
天
皇
が
「
国
民

の
全
体
意
志
の
表
現
者
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
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の
「
表
現
」
の
内
実
は
天
皇
が
祭
祀
者
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
場
合

の
祭
祀
な
る
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
、
す
な
わ
ち
教
義
に
も
と
づ
く
特

定
の
信
仰
と
い
っ
た
も
の
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
部
分
に
注

意
を
う
な
が
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
和
辻
が
言
う
祭
祀
は
、
彼
が
「
不

定
の
神
」
と
呼
ぶ
も
の
に
た
い
す
る
対
し
か
た
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
「
究
極
の
神
」
へ
の
か
か
わ
り
で
あ
る
宗
教
と
は
別
種
の
あ
り
か
た
だ

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
和
辻
が
こ
の
よ
う
な
観
点
に
も
と
づ
い

て
区
分
け
し
た
宗
教
と
祭
祀
の
別
が
、
じ
っ
は
す
で
に
明
治
政
府
の
神
道

非
宗
教
説
と
し
て
実
行
に
移
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
そ
の

神
道
非
宗
教
説
の
実
態
が
、
あ
る
意
味
で
神
道
を
徹
底
的
に
宗
教
化
し
、

他
の
諸
宗
教
と
は
隔
絶
し
た
超
宗
教
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
和
辻
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
宗
教
と
祭
祀
は

別
個
の
現
象
で
あ
り
、
天
皇
の
存
在
は
そ
の
よ
う
に
宗
教
と
は
明
確
に
相

違
す
る
祭
祀
に
お
い
て
祀
り
／
祀
ら
れ
る
「
現
人
神
」
な
の
で
あ
っ
た
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
は
そ
の
天
皇
の
「
現
人
神
」
性
に
他
の
ど
の
宗
教
を
も
凌

駕
す
る
宗
教
性
を
偽
装
せ
し
め
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
井
上
の
構
想
に
発

す
る
「
憲
法
／
勅
語
」
体
制
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
看
過
で
き
な
い
問

題
と
し
て
著
者
が
強
調
す
る
の
は
、
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

宗
教
と
祭
祀
の
顛
倒
の
歴
史
が
、
戦
後
憲
法
の
も
と
で
ふ
た
た
び
新
し
い

顛
倒
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
具
体
的

に
は
、
現
憲
法
が
い
わ
ゆ
る
政
教
分
離
の
原
則
に
立
っ
て
天
皇
の
祭
祀
を

す
べ
て
宗
教
活
動
と
見
な
し
、
そ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
そ
の
条
文
か
ら
排

除
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
著
者
の
判
断
に
よ
れ
ば
、

宗
教
と
祭
祀
を
混
同
し
た
か
っ
て
の
立
憲
政
体
主
義
の
破
綻
の
因
を
、
政

教
分
離
の
原
則
の
名
の
も
と
で
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
ま
で
考
え
て
く
る
と
、
先
ほ
ど
の
「
憲
法
第
零
条
」
の
問
題
は
、

天
皇
の
祭
祀
行
為
を
憲
法
の
条
文
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
／

し
な
い
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
に
向
か

っ
て
著
者
が
投
げ
か
け
て
い
る
問
い
の
核
心
は
、
最
終
的
に
そ
こ
に
帰
着

す
る
と
言
っ
て
い
い
。

こ
の
問
題
は
、
一
方
で
は
、
近
代
日
本
が
至
喧
目
の
翻
訳
語
と
し
て

つ
く
り
あ
げ
た
「
宗
教
」
概
念
の
再
検
討
と
い
う
か
た
ち
で
近
年
進
行
中

の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
一
方
で
は
、
伝
統
的
な
神
祇
信
仰
や
柤
霊
信
仰
を

習
俗
と
見
る
か
宗
教
と
見
る
か
と
い
っ
た
古
典
的
な
論
争
に
始
ま
っ
て
、

現
代
人
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
「
無
宗
教
」
な
る
も
の
の
内
実
を
ど

う
と
ら
え
る
か
と
い
っ
た
最
近
の
関
心
ま
で
、
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
問
題
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
に
立
ち
入
る
の
は
、
む
ろ
ん
小
文
の
任
務
で
は
な

い
。
と
は
い
え
、
仮
り
に
そ
こ
で
宗
教
と
祭
祀
が
別
個
の
も
の
で
あ
り
、

天
皇
の
「
現
人
神
」
性
が
ま
っ
た
く
宗
教
的
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
が
承

認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
ん
ど
は
そ
こ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
政
教
分
離

、

巨
の
意
」
と
は
異
な
る
問
題
と
し
て
、
「
政
祭
分
離
」
が
テ
ー
マ
化
さ
れ

る
だ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
八
木
氏
の
こ
の
労
作
に
よ
っ
て
、
「
戦
後
民
主
主
義
」

の
孕
む
真
の
思
想
上
の
問
題
が
半
世
紀
余
の
空
白
を
越
え
て
白
日
の
も
と

に
引
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
、
象
徴
天
皇
と
い
う
憲
法

の
初
発
の
規
定
の
問
題
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
国
の
宗
教
と
祭
祀
の
か
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な
お
、
「
ま
え
が
き
」
も
「
あ
と
が
き
」
も
付
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

著
者
が
本
書
に
込
め
た
感
慨
や
そ
こ
に
い
た
る
経
緯
の
い
く
つ
か
に
つ
い

て
は
、
『
本
』
（
二
○
○
一
年
二
月
号
）
に
寄
稿
さ
れ
た
文
章
を
読
む
こ
と

で
あ
ら
ま
し
の
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
の
こ
と
も
ふ
く
め
た
八
木
氏
の

今
度
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
あ
ら
た
め
て
ま
た
別
の
感
想
を
述
べ

た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
り
公
式
の
書
評
の
作
業
と
し
て
は
、

こ
れ
を
も
っ
て
欄
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

か
わ
り
を
近
代
以
前
に
遡
行
し
て
検
証
す
る
こ
と
の
緊
急
性
を
も
明
ら
か

に
し
た
意
義
は
、
特
筆
に
値
す
る
。

（
大
阪
大
学
教
授
）

日本思想史学33<2001〉 228




