
　
　
　
バ
ー
ク
リ
貨
幣
理
論
の
整
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
　
家
　
文
　
吉
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
四
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
紛
々
た
る
諸
評
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
四
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
整
理
さ
れ
た
断
片
（
一
）
－
貨
幣
と
信
用
ー
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
四
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
整
理
さ
れ
た
断
片
（
二
）
ー
金
銀
・
紙
幣
・
銀
行
ー
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
整
理
さ
れ
た
断
片
（
三
）
ー
国
立
銀
行
・
造
幣
所
・
小
額
貨
幣
ー
…
…
…
…
…
…
…
…
（
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
わ
り
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
五
七
）

　
　
　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ク
リ
が
匿
名
で
『
ザ
・
キ
エ
リ
ス
ト
』
（
三
部
）
を
ダ
ブ
リ
ン
で
公
刊
し
た
の
は
、
一
七
三
五
年
か
ら
七
年
に
か

け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
国
王
は
ジ
ョ
ー
ジ
ニ
世
、
ウ
ォ
ー
ル
ポ
ー
ル
が
宰
相
で
あ
る
。
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
合
同
し
た
の
が
一
七
〇
七
年
、
ア
メ
リ
カ
に
一
三
植
民
地
が
成
立
し
た
の
が
一
七
三
二
年
で
あ
っ
た
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こ
と
か
ら
、
お
う
よ
そ
の
時
代
は
解
る
だ
ろ
う
。

　
全
巻
が
疑
問
文
で
貫
か
れ
、
そ
れ
で
い
て
何
を
言
い
た
い
か
は
そ
の
都
度
直
截
に
読
者
に
伝
わ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
こ
の
本

の
第
一
部
が
出
た
と
き
、
著
者
は
恰
度
五
十
歳
で
、
前
年
に
（
十
八
歳
ま
で
そ
こ
で
過
し
た
南
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
ク
ロ
イ
ン
の
監
督
に
任

ぜ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
七
三
一
年
ま
で
ア
メ
リ
カ
（
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
）
で
活
躍
し
て
お
り
、
翌
三
二
年
二
月
に
ロ

ン
ド
ン
に
帰
来
し
て
い
た
の
だ
が
、
も
と
も
と
は
十
八
世
紀
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
教
会
の
第
一
級
の
ス
タ
ー
と
し
て
、
哲
学
上
で
も
ま

た
活
動
的
な
理
想
主
義
者
と
し
て
著
名
に
な
っ
て
い
た
。
じ
っ
さ
い
彼
は
ロ
ッ
ク
と
ヒ
ュ
ー
ム
を
繋
ぐ
ひ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
フ
レ

ー
ザ
ー
編
の
『
全
集
』
（
四
巻
）
は
殆
ん
ど
哲
学
的
な
著
作
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
例
外
を
な
す
の
は
、
こ
こ
に
取
上
げ
よ

う
と
す
る
『
ザ
・
キ
エ
リ
ス
ト
』
と
、
も
う
一
篇
（
『
大
ブ
リ
テ
ン
滅
亡
防
止
論
』
一
七
二
一
年
）
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
応

は
重
商
主
義
者
と
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
内
容
は
そ
れ
と
は
一
味
も
二
味
も
異
っ
て
い
る
。
す
く
な
く
と
も
正
統
と
は
、
こ
の
分
野
で

は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
様
相
を
具
体
的
に
見
た
い
。
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一
　
紛
々
た
る
諸
評

　
『
ザ
・
キ
エ
リ
ス
ト
』
に
つ
い
て
、
マ
カ
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
本
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
簡
潔
か
つ
正
確
で
、
あ
る
部
分
は
最
も
行

届
い
た
叙
述
に
な
っ
て
お
り
、
著
し
く
勤
勉
と
節
約
の
利
益
を
説
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
と
重
大
な
誤
り
も
あ
る
。
そ

の
う
ち
最
も
顕
著
な
の
は
、
富
が
贅
沢
禁
止
法
の
扶
け
と
、
奢
侈
品
の
禁
止
に
ょ
っ
て
増
大
さ
せ
う
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。

　
ポ
ー
ル
グ
レ
イ
ヴ
の
『
経
済
学
辞
典
』
に
、
バ
ー
ク
リ
に
つ
い
て
書
い
た
の
は
エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
本
の
こ
と

を
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
先
行
し
、
重
商
主
義
の
誤
り
を
免
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
利
子
は
土
地
の
価
値
を
測
る
と
言
っ
て
い
る
こ

と
な
ど
、
幾
つ
か
の
技
術
的
な
点
で
は
傑
れ
て
お
り
、
ま
た
、
悪
貨
は
良
貨
を
駆
遂
す
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
二
、
三

の
説
は
不
確
か
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
疑
わ
し
い
。
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
と
同
様
に
「
非
生
産
的
消
費
の
ゆ
く
え
が
、
い
つ
も
重
要
」
と

い
う
点
、
ま
た
、
第
二
版
よ
り
、
第
一
服
に
ょ
り
詳
し
い
が
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
国
立
銀
行
設
立
案
も
、
怪
し
い
。
さ
ら

に
、
右
の
二
つ
よ
り
も
重
大
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
国
民
の
質
が
大
切
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
評
し
て
い
る
。

　
『
英
国
伝
記
辞
典
』
（
簡
約
版
）
は
、
こ
の
本
の
出
版
を
、
「
貨
幣
に
つ
い
て
書
く
」
と
だ
け
記
し
て
い
る
。
書
名
す
ら
載
せ
な
い

－43－



の
は
、
重
要
さ
を
認
め
な
い
か
ら
か
も
知
れ
な
い
〇
し
か
し
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
は
、
バ
ー
ク
リ
の
経
済
分
析
へ
の
貢
献
は
、
哲
学
へ

の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
位
に
小
さ
い
。
そ
れ
は
主
に
『
ザ
・
キ
エ
リ
ス
ト
』
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
退
屈
な
質
問
の
果
し
な

い
連
続
に
よ
り
、
長
々
し
い
議
論
を
述
べ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
誰
の
好
み
に
も
合
わ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
哲
学
的
思

考
の
長
所
で
あ
る
と
こ
ろ
の
力
強
い
常
識
は
、
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
異
彩
を
放
つ
も
の
と
見
え
た
だ
ろ
う
、
と
言
っ
て
八
挺
。

　
簡
潔
か
つ
正
確
と
い
わ
れ
る
か
と
思
う
と
、
退
屈
な
質
問
の
連
続
と
言
わ
れ
る
。
重
商
主
義
の
誤
り
を
免
れ
た
は
ず
の
本
が
、
イ

ギ
リ
ス
重
商
主
義
経
済
学
説
史
上
に
独
自
の
地
位
を
占
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
見
る
ひ
と
に
よ
っ
て
捉
え
ど
こ
ろ
が
極
め

て
違
っ
て
く
る
本
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
本
が
多
面
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
本
の
理
解
を
も

統
一
的
な
も
の
と
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
影
響
を
鋭
く
指
摘
す
る
立
場
も
あ
る
が
、
他
方
で
節
約
の
利
益
を

著
し
く
説
い
て
い
る
と
は
、
無
論
言
え
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
理
解
は
、
ど
こ
か
に
視
座
を
据
え

れ
ば
、
一
人
の
ひ
と
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
一
体
の
も
の
と
し
て
見
透
し
が
つ
く
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
地
点
を
捜
す
べ
く
こ
れ
か
ら
探
索
に
出
掛
け
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
差
当
り
、
私
は
貨
幣
と
い
う
、
こ
の
一
つ
の
事

物
に
だ
け
注
目
す
る
。
目
移
り
が
す
る
と
頭
が
混
乱
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
よ
う
ど
展
覧
会
に
、
静
物
だ
け
を
見
よ
う
と
し
て
出
向

い
た
り
、
博
物
館
に
壺
だ
け
見
に
い
く
よ
う
な
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
鑑
賞
者
の
一
つ
の
方
法
と
い
う
か
態
度
で
あ
っ
て
、
当
然
許
さ

れ
て
良
い
も
の
だ
と
思
う
。

　
引
用
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
フ
レ
ー
ザ
ー
版
の
『
全
集
』
に
収
載
の
も
の
を
用
い
る
。
即
ち
再
版
（
一
七
五
〇
年
版
）
の
復
刻
を
利

用
す
る
。
理
由
は
、
も
と
一
ー
三
部
に
別
々
に
つ
い
て
い
た
質
問
番
号
が
、
こ
の
版
で
は
通
し
番
号
と
な
っ
て
い
て
、
引
照
に
当
っ

て
間
違
い
が
起
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
邦
訳
版
の
扱
い
か
た
、
つ
ま
り
、
原
著
の
初
版
を
土
台
と
し
て
、
再
版
で
削
除
の
も
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の
に
は
印
を
付
け
、
末
に
再
版
で
追
加
さ
れ
た
も
の
を
統
け
る
方
式
を
と
ら
な
か
っ
た
の
は
、
も
っ
ば
ら
右
の
判
断
に
出
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
特
に
異
を
立
て
る
意
図
に
出
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
原
著
の
再
版
が
バ
ー
ク
リ
自
身
の
眼
が
と
お
っ
た
（
そ
し

て
、
な
に
よ
り
も
巻
頭
に
著
者
名
が
入
っ
た
）
い
わ
ば
箱
書
き
付
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
と
い
え
ば
嘘
に
な
る
。
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二
　
整
理
さ
れ
た
断
片
（
一
）
―
貨
幣
と
信
用
ー

　
『
ザ
・
キ
エ
リ
ス
ト
』
が
、
一
年
に
一
部
ず
つ
公
け
に
さ
れ
、
一
七
三
五
年
か
ら
足
か
け
三
年
の
後
に
三
部
作
を
な
す
に
い
た
っ

た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
匿
名
の
初
版
で
あ
る
。
三
部
が
揃
っ
た
と
き
、
そ
の
総
項
目
数
は
八
九
五
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
後
に
一
七

五
〇
年
に
著
者
名
入
り
で
通
し
番
号
が
付
け
ら
れ
、
全
一
冊
と
な
っ
た
第
二
版
で
は
、
そ
れ
は
五
九
五
項
目
に
な
っ
て
い
た
。
補
足

も
あ
っ
た
が
削
除
の
方
が
多
く
、
こ
の
結
果
と
な
っ
た
も
の
だ
が
、
つ
ま
り
は
三
三
・
五
八
ー
セ
ン
ト
の
項
目
数
減
で
あ
る
。
国
立

銀
行
設
立
に
つ
い
て
の
項
目
の
削
除
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
に
か
く
著
者
が
自
身
で
当
時
の
状
況
を
考
え
あ
わ
せ
、
重
複
を

中
心
に
整
理
し
た
と
考
え
た
ほ
う
が
良
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
バ
ー
ク
リ
の
一
七
五
〇
年
に
お
け
る
ま
と
め
が
こ
の
項
目
数
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
、
前
節
末
尾
の
方
針
に
従
っ
て
、
第
二
版
の
五
九
五
項
目
か
ら
、
貨
幣
・
信
用
・
銀
行
な
ど
に
明
ら
か
に
関

連
す
る
と
思
わ
れ
る
項
目
を
拾
っ
て
み
た
と
こ
ろ
（
恣
意
的
判
断
に
よ
る
の
で
、
絶
対
正
し
い
と
言
う
主
張
は
で
き
な
い
が
）
、
約
一
五
五

項
目
と
な
っ
た
。
要
す
る
に
、
第
二
版
の
う
ち
略
々
二
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
右
の
主
題
に
直
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
見
え
た
の
で
あ

る
。
少
い
と
は
言
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
五
五
項
目
は
全
体
の
中
に
ば
ら
撒
か
れ
、
そ
の
全
体
は
詳
さ
に
見
る
と
、
叙
述
の
順
序
が
混
雑
を
極
め
、
何

や
ら
尻
取
り
の
よ
う
、
あ
る
い
は
思
い
付
き
の
羅
列
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
同
一
趣
旨
の
言
説
が
重
出
し
て
い
る
こ
と
も

し
ば
し
ば
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
斜
め
に
読
下
す
ぶ
ん
に
は
、
随
分
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
筋
立
て
て
理
解
し
よ

う
と
す
る
と
右
の
よ
う
な
次
第
で
ま
こ
と
に
難
渋
す
る
。
そ
れ
で
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
個
所
に
頓
着
な
く
、
バ
ー
ク
リ
の
頭
の
中
に

混
沌
と
し
て
い
た
諸
要
素
を
、
私
が
組
上
げ
た
と
し
た
ら
と
い
う
心
組
み
で
整
理
再
構
成
し
て
み
た
。
つ
ま
り
は
、
バ
ー
ク
リ
の
言
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葉
を
利
用
し
て
は
い
る
が
、
い
わ
ば
私
の
独
断
と
偏
見
に
よ
る
改
悪
で
あ
る
。
だ
が
、
以
下
し
ば
ら
く
は
、
読
者
の
寛
容
と
忍
耐
を

期
待
す
る
ほ
か
は
な
い
。

　
さ
て
、
バ
ー
ク
リ
は
経
済
時
論
家
と
し
て
『
ザ
・
キ
エ
リ
ス
ト
』
を
書
い
た
。
胸
中
に
幡
っ
て
い
た
の
は
な
に
よ
り
も
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
の
経
済
状
況
の
改
善
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
を
貨
幣
問
題
に
限
っ
て
一
言
で
い
う
な
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
支
払
手
段
の
不

足
が
著
し
い
。
こ
の
た
め
産
業
が
発
展
し
な
い
（
二
四
〇
）
。
こ
の
国
に
は
金
鉱
も
な
け
れ
ば
自
由
貿
易
も
な
い
の
だ
か
ら
、
正
貨
を

輸
出
す
る
こ
と
に
は
、
い
つ
に
し
て
も
、
む
ろ
ん
賛
成
で
き
な
い
（
四
九
三
）
。
だ
が
と
も
あ
れ
、
現
に
こ
の
国
の
貨
幣
は
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
よ
り
も
少
な
い
（
四
九
六
、
四
九
七
、
五
〇
四
）
の
だ
か
ら
、
な
に
ょ
り
も
国
立
銀
行
を
作
る
べ
き
だ
（
二
二
二
、
二
二
三
、
二
八
八
、

二
八
九
、
五
八
八
）
。
ま
た
造
幣
所
も
設
け
な
く
て
は
い
け
な
い
（
九
四
、
五
七
三
、
五
七
四
、
五
七
五
）
。
そ
し
て
、
造
幣
所
で
は
小
銭

を
作
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
（
四
八
五
）
。
造
幣
所
を
作
っ
て
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
害
に
は
な
ら
な
い
し
（
五
七
四
）
、
国
立
銀
行
の

設
立
は
む
し
ろ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
利
益
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
四
三
四
、
四
三
七
）
。
と
い
う
の
が
バ
ー
ク
リ
の
結
論
で
あ
り
、
提
言
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
う
い
う
結
論
に
な
る
の
か
、
以
下
説
明
し
て
い
こ
う
。

　
貨
幣
は
す
べ
て
の
人
が
熱
心
に
追
求
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
使
用
の
目
的
な
い
し
本
質
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
（
二

七
八
）
。
し
か
し
、
そ
の
本
来
の
有
用
性
は
ひ
と
の
勤
勉
を
鼓
舞
し
、
流
通
循
環
し
て
他
人
の
労
働
の
成
果
に
與
ら
せ
る
こ
と
に
あ
る

（
五
、
四
七
二
、
五
六
七
）
。
従
っ
て
、
産
業
を
伴
わ
な
い
貨
幣
獲
得
は
無
意
味
で
、
そ
れ
の
無
制
限
な
獲
得
を
自
己
目
的
と
す
る
こ

と
は
正
し
く
な
い
（
三
〇
五
、
三
〇
六
）
。
貨
幣
が
あ
る
か
ら
分
業
が
お
こ
り
産
業
が
発
展
す
る
の
で
あ
っ
て
、
貨
幣
の
不
足
は
国
家

を
痛
風
に
す
る
（
四
一
五
、
四
二
四
）
。
だ
か
ら
、
適
切
な
流
通
手
段
な
し
に
、
繁
栄
す
る
製
造
業
者
や
繁
忙
な
国
民
を
期
待
す
る
こ

と
は
の
ぞ
む
べ
く
も
な
い
（
四
八
一
）
。
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こ
う
し
た
働
き
を
す
る
貨
幣
の
本
質
は
、
他
人
の
動
勉
を
支
配
す
る
力
を
も
っ
た
計
算
単
位
で
あ
る
こ
と
に
あ
り
、
各
種
の
貨
幣

は
単
位
を
計
算
し
、
記
録
し
譲
渡
す
る
た
め
の
切
符
、
あ
る
い
は
計
算
用
具
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
（
二
五
、
三
五
、
四
四
一
）
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
貨
幣
は
と
る
に
足
り
な
い
も
の
に
見
え
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ヤ
ミ
ク
モ
に
貨
幣
を
目
的
と
し
て
追
求
す
る

こ
と
の
愚
を
衝
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
二
七
九
、
三
〇
八
、
三
一
〇
）
。
従
っ
て
、
実
態
に
応
わ
し
い
適
正
量
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
貨
幣
量
は
抽
象
的
な
単
位
の
量
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
四
六
五
）
。
だ
か
ら
、
各
種
貨
幣
の
名
目
価
値
を
一
様
に
高
め
る
こ
と

は
何
の
効
果
も
な
い
（
二
七
、
二
八
）
。

　
で
あ
る
の
で
、
貨
幣
そ
の
も
の
は
、
素
材
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
富
で
は
な
い
。
ま
た
、
富
の
源
泉
は
土
地
で
は
な
く
、
銀
で
も
な

い
。
そ
れ
は
人
間
の
勤
勉
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
賭
事
に
据
り
込
む
の
な
ど
は
論
外
で
あ
る
（
三
五
、
三
八
、
四
四
、
二
四
九
）
。
と
ま

れ
、
貨
幣
の
素
材
が
銀
で
も
紙
で
も
、
素
材
が
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
（
二
三
九
、
五
九
〇
）
、
た
と
え
地
金
が
な
く
て
も
産
業

は
進
展
す
る
（
二
六
、
三
四
）
。
こ
の
意
味
で
銀
行
券
も
ま
た
貨
幣
と
み
な
し
う
る
（
三
三
）
。
事
実
、
貨
幣
の
形
体
は
、
商
品
↓
金
属

↓
鋳
貨
と
変
わ
り
、
最
大
の
進
歩
を
示
す
も
の
と
し
て
紙
幣
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
四
四
五
）
。

　
も
っ
と
も
、
貨
幣
量
、
す
な
わ
ち
貨
幣
単
位
数
の
増
減
は
物
価
の
騰
落
を
導
く
（
四
六
五
）
。
た
だ
し
、
速
か
に
流
通
す
る
よ
り
少

い
貨
幣
は
、
緩
か
に
流
通
す
る
よ
り
多
い
貨
幣
に
相
当
す
る
（
二
二
）
。
と
に
か
く
、
貨
幣
を
国
内
に
と
ど
め
る
こ
と
だ
け
を
究
極
目

標
に
す
る
の
は
わ
か
ら
ず
屋
で
あ
る
（
五
五
九
）
。
だ
か
ら
、
死
蔵
さ
れ
て
い
る
一
ポ
ン
ド
よ
り
、
流
通
し
て
い
る
一
シ
リ
ン
グ
の
方

が
、
公
衆
に
も
た
ら
す
利
益
は
大
き
い
し
、
ま
た
二
度
支
払
わ
れ
る
六
ペ
ン
ス
は
、
一
度
支
払
わ
れ
る
一
シ
リ
ン
グ
に
等
し
い
働
き

を
す
る
（
四
七
七
、
四
七
八
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
更
に
、
流
通
速
度
の
大
き
な
小
額
貨
幣
の
方
が
、
流
通
速
度
の
小
さ
い
大
額
貨
幣
よ

り
も
、
大
衆
の
利
用
に
は
適
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
四
七
六
）
。
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分
業
が
信
用
を
必
要
と
し
、
信
用
は
協
定
に
ょ
っ
て
特
定
の
信
用
用
具
を
生
ん
だ
（
四
七
）
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
信
用
の
基
礎
が
勤
勉
で
あ
っ
た
よ
う
に
（
二
五
〇
）
、
一
国
の
信
用
の
基
礎
は
産
業
【
あ
る
い
は
勤
勉
】
に
あ
り
、
一
国
の
富
と

勤
勉
と
信
用
の
流
通
と
の
間
に
は
比
例
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
（
二
一
、
三
一
、
三
二
、
二
三
二
、
二
四
九
、
二
五
〇
、
五
八
三
）
。
信
用
は

ど
の
よ
う
な
媒
介
物
に
ょ
っ
て
も
流
通
さ
せ
ら
れ
る
（
四
二
六
）
の
で
あ
る
か
ら
、
手
形
で
支
払
い
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
不
思
議
で

は
な
い
（
四
九
四
）
。
じ
っ
さ
い
、
信
用
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
債
の
よ
う
に
、
金
鉱
に
ひ
と
し
い
働
き
を
す
る
こ
と
が
あ
る

か
ら
、
信
用
を
減
少
さ
せ
る
方
策
は
と
る
べ
き
で
は
な
い
（
二
三
三
）
。
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三
　
整
理
さ
れ
た
断
片
（
二
）
－
金
銀
・
紙
幣
・
銀
行
ー

　
バ
ー
ク
リ
の
貨
幣
（
な
い
し
素
材
）
は
、
金
銀
と
紙
幣
か
ら
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
二
種
を
個
別
に
見
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
金
銀
は
計
算
用
具
で
あ
り
、
鋳
貨
は
切
符
で
あ
っ
た
（
四
〇
、
四
七
五
）
。
だ
か
ら
、
金
銀
の
大
い
さ
で
国
富
は
測
れ

ず
、
一
国
の
富
に
と
っ
て
金
銀
は
不
要
で
あ
る
（
一
一
四
、
五
六
二
）
。
一
般
に
ひ
と
が
想
像
す
る
ほ
ど
に
は
金
銀
の
保
有
が
国
民
の

富
に
と
っ
て
必
要
で
な
い
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
場
合
を
見
て
も
解
る
だ
ろ
う
（
四
四
九
）
。
じ
っ
さ
い
、
金
銀
は
交
易
と
は

関
係
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
に
は
一
オ
ン
ス
の
保
有
も
不
要
で
あ
る
（
四
五
〇
）
。
だ
か
ら
、
金
銀
へ
の
偏
愛
は
国
民
の
富
に

対
す
る
判
断
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
す
（
四
三
九
、
五
三
一
、
五
四
八
）
。

　
富
の
真
の
基
礎
は
ひ
と
び
と
の
数
と
勤
勉
と
節
約
に
あ
る
（
二
一
七
）
の
に
、
誤
っ
て
金
銀
が
死
蔵
さ
れ
て
い
る
（
四
五
）
。
こ
れ

が
多
す
ぎ
れ
ば
、
イ
ン
フ
レ
が
お
こ
る
（
二
八
七
）
許
り
で
な
く
、
多
い
も
の
が
高
価
と
な
れ
ば
、
ひ
と
び
と
に
怠
惰
の
気
を
生
じ
さ

せ
る
。
そ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
の
例
で
解
る
で
あ
ろ
う
（
四
五
、
四
七
一
）
。
イ
ン
フ
レ
が
起
る
の
は
、
産
業
の
循
環
の
必
要
を
こ
え
て
金

銀
が
持
た
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
二
八
一
、
二
八
二
）
。
こ
の
ょ
う
に
多
い
ば
か
り
が
良
い
の
で
は
な
い
か
ら
、
仮
に
豊
富
な
金
鉱
が
国

内
で
発
見
さ
れ
て
も
、
ほ
ん
と
う
に
利
益
を
も
た
ら
す
ば
か
り
と
は
考
え
ら
れ
な
い
（
二
八
三
）
。
な
ぜ
な
ら
、
金
銀
が
勤
勉
を
助
長
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し
な
い
と
き
に
は
毒
薬
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
五
六
三
、
五
六
囚
、
五
六
五
、
五
六
六
）
。
金
を
受
取
っ
た
国
が
っ
ぎ
っ
ぎ
と
滅
亡
し
た

例
は
多
い
（
五
六
九
）
。

　
金
銀
は
国
を
富
ま
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
を
富
ま
せ
る
の
は
勤
勉
で
あ
る
か
ら
（
五
六
〇
）
、
こ
の
国
が
金
銀
を
輸
出
す
る
の
に

賛
成
は
で
き
な
い
が
（
四
九
三
、
五
六
一
）
、
か
と
言
っ
て
貿
易
相
手
国
か
ら
金
銀
の
み
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
の
は
愚
か
で
あ
る

　
（
五
五
七
）
。
ま
た
、
実
現
で
き
る
と
も
思
え
な
い
。
オ
レ
ン
ジ
公
が
一
○
日
間
以
上
も
努
力
し
て
、
二
万
ポ
ン
ド
の
正
貨
を
集
め
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
お
も
う
が
良
い
（
四
二
八
）
。
と
も
あ
れ
、
金
銀
の
獲
得
保
有
に
熱
中
す
る
の
は
正
し
く
な
い
の
だ
か
ら
、
国
内

商
業
の
振
興
は
金
銀
を
増
さ
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ
を
富
国
の
策
た
り
え
な
い
と
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
（
五
四
一
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
鋳
貨
に
つ
い
て
の
規
制
は
産
業
振
興
の
た
め
に
あ
る
（
四
六
〇
）
。
こ
の
点
か
ら
金
貨
と
銀
貨
を
比
較
し
て

み
る
と
、
金
貨
と
銀
貨
と
は
流
通
速
度
が
異
る
か
ら
、
同
額
を
増
加
す
る
の
な
ら
、
こ
れ
を
銀
貨
で
、
こ
と
に
小
額
銀
貨
で
増
加
す

る
こ
と
の
方
が
、
産
業
に
与
え
る
効
果
は
大
き
い
（
四
六
四
、
四
六
八
、
四
六
九
）
。
じ
っ
さ
い
、
金
貨
に
よ
る
取
引
の
度
数
は
減
少

し
て
き
て
い
る
ら
し
い
（
四
七
〇
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
金
銀
お
よ
び
金
銀
貨
の
増
加
に
あ
ま
り
好
意
的
で
な
い
バ
ー
ク
リ
は
、
紙
幣
に
つ
い
て
は
逆
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
中
で
最
も
富
裕
な
国
々
の
富
は
、
金
銀
よ
り
は
道
か
に
紙
幣
と
両
立
す
る
（
四
二
七
）
。
紙
幣
は
鋳
貨
よ
り

も
、
支
払
に
お
い
て
迅
速
、
輸
送
・
保
存
に
容
易
、
ま
た
紛
失
の
と
き
取
戻
す
の
に
支
障
が
少
な
い
だ
け
で
な
く
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
は
鋳
貨
が
不
足
し
て
い
る
の
で
、
紙
幣
の
流
通
が
必
要
で
あ
る
（
二
二
六
、
二
二
七
）
。
現
に
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
紙

幣
の
不
足
か
ら
す
べ
て
の
取
引
が
沈
滞
し
て
い
る
（
二
四
〇
）
。
紙
幣
は
印
章
や
署
名
に
よ
っ
て
国
内
的
に
通
用
す
る
価
値
を
も
ち
、
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金
貨
よ
り
も
大
量
の
流
通
に
適
し
て
い
る
（
四
四
〇
）
の
で
あ
る
か
ら
、
紙
幣
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
紙
幣
を
含
め

た
貨
幣
一
般
の
過
剰
は
有
益
で
あ
る
よ
り
も
、
有
害
で
あ
る
（
三
二
二
）
。
近
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
紙
幣
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
悪
い
結
果

は
、
そ
れ
を
発
行
す
る
銀
行
の
株
式
の
応
募
、
割
当
、
配
当
、
仲
介
売
買
な
ど
に
関
し
て
生
じ
た
（
二
四
六
）
。
要
す
る
に
、
投
機
が

悪
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
弊
害
は
容
易
に
防
止
で
き
る
（
二
一
九
）
。
す
な
わ
ち
、
正
直
で
、
節
約
的
な
規
制
の
下
に

紙
幣
を
作
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
（
ニ
八
八
）
。
過
去
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
紙
幣
に
関
す
る
規
則
や
制
約
を
守
ら
な
か
っ
た
た
め
に
不
都

合
を
招
い
た
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
、
金
銀
貨
を
も
っ
て
い
た
時
よ
り
も
よ
り
繁
栄
し
た
の
で
あ
っ
た
（
二
五
三
）
。

　
紙
幣
は
銀
行
が
発
行
す
る
。
そ
の
銀
行
の
働
き
は
何
か
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
バ
ー
ク
リ
は
始
め
る
。
す
な
わ
ち
。

　
さ
っ
と
一
筆
書
け
ば
、
個
人
が
二
〇
〇
ポ
ン
ド
を
生
み
出
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、
中
小
商
工
業
を
停
滞
か
ら
救
う
（
二
九
〇
）
。

こ
れ
が
銀
行
の
利
益
で
あ
る
。
だ
か
ら
銀
行
は
産
業
を
繁
栄
さ
せ
、
循
環
を
振
起
す
る
。
つ
ま
り
国
の
財
宝
を
増
加
さ
せ
る
の
と
ひ

と
し
い
働
き
を
す
る
の
で
あ
る
（
二
二
八
）
。
む
ろ
ん
、
紙
幣
や
信
用
を
濫
用
し
て
は
い
け
な
い
。
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
計
画
や
南
海
計
画

の
結
果
か
ら
、
銀
行
を
悪
く
言
う
者
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
産
業
の
推
進
援
助
の
た
め
で
な
く
、
怠
惰
と
賭
博
の
手
段
と
し
て
、
紙

幣
や
信
用
を
利
用
し
た
か
ら
で
あ
る
（
二
二
九
）
。
先
例
と
し
て
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
銀
行
の
成
功
が
あ
げ
ら
れ
ょ
う
（
二
三
〇
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
公
共
の
財
宝
、
力
、
英
知
の
す
べ
て
が
働
け
ば
、
信
用
銀
行
は
全
人
民
の
目
的
に
こ
た
え
、
欠
乏
を
救
い
、
躊
躇
を

消
す
土
台
と
な
り
う
る
（
四
三
二
）
。
そ
の
基
礎
と
し
て
は
、
土
地
と
紙
幣
（
ど
ち
ら
も
輸
出
で
き
な
い
）
が
適
当
で
あ
ろ
う
（
二
四
三
、

三
一
六
）
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
、
私
的
利
益
の
た
め
に
公
衆
を
犠
牲
に
す
る
身
勝
手
が
、
多
く
の
不
都
合
を
招
い
た
。
た
と
え
ば
土
地

の
過
大
評
価
と
い
っ
た
こ
と
が
そ
の
例
で
あ
る
（
二
四
七
）
。
で
あ
る
か
ら
、
公
的
銀
行
と
私
的
銀
行
と
い
ず
れ
が
良
い
か
と
な
る

と
、
公
的
銀
行
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
公
的
銀
行
は
公
的
信
用
に
ょ
る
制
限
さ
れ
た
価
値
の
銀
行
券
を
流
通
さ
せ
る
の
に
、
私
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的
銀
行
は
私
的
信
琲
に
ょ
り
無
制
限
に
銀
行
券
を
流
通
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
（
四
二
九
）
。
公
的
銀
行
に
対
し
て
な
ら
、
独
占
と
機
能

の
過
大
化
を
理
由
と
す
る
反
対
論
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
（
二
四
五
）
。
そ
れ
に
公
的
銀
行
は
、
私
的
銀
行
よ
り
も
銀
行
券
の
よ
り
広
い

流
通
範
囲
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
（
二
二
五
）
。
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四
　
整
理
さ
れ
た
断
片
（
三
）
ー
国
立
銀
行
・
造
幣
所
・
小
額
貨
幣
ー

　
だ
か
ら
、
国
立
銀
行
を
設
立
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
バ
ー
ク
リ
は
国
立
銀
行
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、

　
国
立
銀
行
は
、
ヴ
ェ
ニ
ス
が
最
古
の
も
の
で
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
に
も
あ
り
、
国
家
の
支
配
の
下
で
成
功
し
て
お

り
、
国
を
支
え
る
柱
に
な
っ
て
い
る
（
二
二
〇
、
二
九
一
、
二
九
二
）
。
こ
れ
ら
を
み
れ
ば
、
国
立
銀
行
設
立
の
利
益
が
よ
く
解
る
。
そ

れ
ら
は
国
家
の
資
金
に
よ
り
支
持
さ
れ
、
議
会
に
ょ
り
保
証
さ
れ
て
い
る
（
二
二
二
、
二
二
三
）
。

　
国
立
銀
行
の
業
務
は
、
信
用
の
範
囲
を
拡
張
し
、
紙
幣
を
流
通
さ
せ
、
抵
当
を
受
取
り
、
土
地
を
売
買
し
、
為
替
手
形
を
扱
う
こ

と
で
あ
る
（
二
四
四
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
立
銀
行
が
貨
幣
の
支
払
を
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀
と
な
り
、
正
貨
を
持
つ
人
が
す
す
ん

で
こ
れ
を
紙
幣
に
か
え
、
銀
行
の
出
納
管
理
者
と
し
て
振
舞
う
よ
う
に
な
る
（
四
四
二
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
国
立
銀
行
の
活
動

に
よ
っ
て
、
国
民
の
貨
幣
不
足
に
対
す
る
苦
情
は
な
く
な
り
（
四
二
五
）
、
工
業
か
ら
の
貨
幣
へ
の
要
求
は
充
た
さ
れ
（
四
一
六
）
、
よ

り
広
い
土
地
が
耕
さ
れ
、
よ
り
多
く
の
人
が
就
労
し
、
多
量
の
商
品
が
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
四
六
七
）
。
つ
ま
り
、
国
立
銀
行

は
国
家
の
も
つ
真
の
「
賢
者
の
石
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
（
四
五
九
）
。
だ
か
ら
、
国
立
銀
行
は
商
工
業
に
資
金
を
供
給
し
、

交
換
を
調
節
し
、
取
引
を
促
進
し
、
ひ
と
び
と
に
進
取
の
精
神
を
注
入
す
る
の
に
有
益
で
、
こ
れ
が
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
財
産
は

護
ら
れ
、
高
利
貸
付
は
な
く
な
り
、
商
業
は
円
滑
化
し
、
鋳
貨
の
不
足
が
解
消
す
る
（
二
七
七
、
三
一
五
）
。
従
っ
て
、
国
立
銀
行
は

金
鉱
よ
り
も
有
益
な
も
の
で
あ
る
（
二
八
九
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
国
立
銀
行
は
産
業
の
振
興
を
目
標
と
し
て
運
営
さ
れ
る
が
（
三
一
四
）
、
そ
の
保
証
は
国
全
体
の
富
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
四
三
八
）
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か
ら
、
わ
が
国
の
勤
勉
を
増
大
さ
せ
、
富
を
増
加
さ
せ
る
に
つ
れ
て
、
母
国
イ
ギ
リ
ス
に
も
利
益
を
、
そ
れ
と
比
例
的
に
与
え
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
（
四
三
七
）
。

　
次
に
、
そ
し
て
最
後
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ク
リ
は
、
小
額
貨
幣
の
供
給
と
造
幣
所
の
設
立
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、

　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
造
幣
所
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。
か
つ
て
ナ
ポ
リ
や
シ
シ
リ
ア
が
ス
ペ
イ
ン
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
属
領
で
あ
っ

た
頃
、
そ
れ
ら
は
造
幣
所
を
も
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
そ
う
し
て
も
、
大
ブ
リ
テ
ン
に
と
っ
て
不
都
合
に
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
（
九
四
）
。
そ
し
て
、
そ
の
造
幣
所
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
一
シ
リ
ン
グ
貨
、
六
ペ
ン
ス
貨
、
な
ら
び
に
銅
貨
と
い
っ
た
小
額

鋳
貨
を
製
造
す
る
も
の
と
す
る
（
四
八
五
）
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
多
量
の
小
額
現
金
、
な
か
ん
づ
く
銅
貨
が
絶
対

に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
（
二
三
一
、
五
八
八
）
。
で
、
小
額
鋳
貨
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
小
額
銀
貨
の
発
行
高
を
増
加
さ
せ
れ
ば
、
商
業
の
車
輪
に
油
を
注
す
こ
と
に
な
る
（
四
六
一
）
。
と
い
う

の
は
、
現
金
の
主
な
効
用
は
手
か
ら
手
に
速
か
に
わ
た
る
こ
と
で
あ
る
が
、
銀
貨
と
小
額
貨
幣
は
も
っ
と
も
流
通
速
度
が
早
い
（
四

六
八
、
四
七
三
）
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
極
貧
の
民
が
み
ち
溢
れ
た
貧
し
い
国
で
あ
る
（
五
七
一
）
か
ら
、
市

や
市
場
で
小
銭
が
欠
乏
す
る
と
き
に
は
取
引
が
円
滑
に
運
ば
な
く
な
る
（
四
七
四
）
。
小
額
鋳
貨
が
大
衆
の
利
用
に
結
び
つ
い
て
い
る

（
四
七
六
）
た
め
、
大
衆
の
勤
勉
を
生
か
す
に
は
、
小
額
貨
幣
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
（
四
八
七
）
。
だ
か
ら
、
小
額
現
金
は
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
に
活
気
を
つ
け
る
が
、
大
額
の
現
金
の
利
用
は
却
っ
て
停
滞
を
招
く
こ
と
に
な
る
（
四
八
二
）
。

　
た
し
か
に
小
額
鋳
貨
の
使
用
に
よ
る
磨
損
は
大
き
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
有
用
性
と
く
ら
べ
れ
ば
損
失
は
到
底
問
題
に
な
ら
な
い

く
ら
い
に
小
さ
い
（
四
八
六
）
。
で
あ
る
か
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
土
地
を
牧
羊
地
と
し
て
だ
け
利
用
し
て
い
る
よ
う
な
活
気
の
な
い
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状
態
か
ら
、
大
ブ
リ
テ
ン
と
競
合
し
な
い
製
造
業
に
ひ
と
び
と
を
働
か
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
小
額
貨
幣
の
欠
乏
を
取
除
く

べ
き
で
あ
る
（
四
八
八
、
四
八
九
）
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
か
な
り
独
断
的
に
、
私
な
り
の
整
理
に
よ
っ
て
、
貨
幣
に
関
す
る
バ
ー
ク
リ
『
ザ
・
キ
エ
リ
ス
ト
』
の
所
説
を
整
理
し
て
き
た
。

見
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
と
し
て
は
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
。
の
こ
っ
た
問
題
は
、
な
ぜ
バ
ー
ク
リ
が
具
体
的
な
提
案

と
し
て
、
国
立
銀
行
の
設
立
と
小
額
鋳
貨
の
製
造
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
で
あ
る
。
バ
ー
ク
リ
は
む
し
ろ
哲
学
者
で
あ
っ
て

経
済
時
論
家
と
し
て
の
業
績
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
こ
と
は
本
稿
の
は
じ
め
に
も
記
し
た
が
、
そ
れ
が
い
わ
ば
な
ぜ
埓
外
へ
踏
出

し
た
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
い
ま
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
推
測
で
き
る
事
情
が
、
一
つ
二
つ
は
あ
る
。
第
一
に
、
バ
ー
ク
リ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
ヘ
帰
っ
て
き
た
の
は
『
ザ
・
キ
エ
リ
ス
ト
』
第
一
部
の
出
版
の
三
年
前
で
あ
り
、
し
か
も
帰
っ
て
き
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
彼
が

三
十
年
近
く
も
離
れ
て
い
た
所
で
あ
る
。
青
少
年
時
代
の
状
況
と
現
状
と
を
見
較
べ
、
ま
た
、
身
を
も
っ
て
見
て
き
た
イ
ン
グ
ラ
ン
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ド
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
の
発
展
の
あ
り
さ
ま
に
思
い
を
馳
せ
た
と
き
、
バ
ー
ク
リ
は
は
っ
き
り
と
愛
国
者
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
恰

度
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
『
諸
国
民
の
富
』
の
執
筆
を
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
留
学
か
ら
帰
来
し
た
の
ち
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
発
展

を
祈
っ
て
着
想
し
た
（
と
、
私
は
思
う
の
だ
が
）
の
と
似
た
消
息
で
あ
る
〇

　
第
二
に
、
当
時
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
じ
っ
さ
い
に
小
銭
の
払
底
が
甚
し
か
っ
た
。
こ
れ
は
ス
ゥ
イ
フ
ト
の
『
呉
服
商
の
手

紙
』
（
一
七
二
四
年
）
が
示
唆
す
る
よ
う
な
様
々
の
事
情
や
事
件
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
直
接
的
に
は
こ
の
小
銭
払
底

が
、
か
な
り
重
要
な
動
因
と
な
っ
て
『
ザ
・
キ
エ
リ
ス
ト
』
が
書
か
れ
た
、
と
私
は
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
何
故
小
銭
が
足
り
な
く

な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
、
大
袈
裟
に
言
え
ば
一
六
四
一
年
の
大
叛
乱
の
前
後
ま
で
溯
ら
な
い
と
ど
う
や
ら
筋
道
が
は
っ

き
り
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
本
当
は
こ
の
ぺ
ー
パ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
も
盛
込
ん
だ
も
の
に
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
情
な
い
こ
と
に
時
間
が
私
を
待

っ
て
く
れ
な
い
。
で
、
今
回
は
こ
の
辺
で
擱
筆
す
る
が
、
い
ず
れ
近
い
内
に
、
機
会
を
え
て
、
少
く
と
も
右
の
二
つ
の
こ
と
（
す
な

わ
ち
、
バ
ー
ブ
リ
の
生
涯
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
当
時
の
経
済
事
情
）
に
関
し
て
新
た
に
稿
を
起
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
付
記
。
岡
田
俊
平
先
生
に
は
、
少
年
時
代
か
ら
お
世
話
に
な
っ
た
。
当
時
、
先
生
は
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
の
所
員
で
あ
ら
れ

　
　
　
た
。
年
輩
で
い
う
と
叔
父
さ
ん
位
に
あ
た
る
。
こ
の
た
め
、
な
に
か
に
つ
け
て
い
つ
で
も
、
腹
蔵
な
く
ご
教
示
い
た
だ
け
る

　
　
　
心
持
ち
で
い
る
の
だ
が
、
先
生
に
は
さ
だ
め
て
ご
迷
惑
な
こ
と
だ
ろ
う
。
日
頃
の
ご
無
礼
の
お
詫
び
と
、
い
つ
ま
で
も
ご
健

　
　
　
勝
で
と
い
う
気
持
と
で
こ
の
小
論
を
書
い
た
。
な
ん
だ
か
、
古
稀
祝
賀
会
の
末
席
で
参
会
者
各
位
と
一
緒
に
な
っ
て
、
良
い

　
　
　
心
持
ち
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
分
で
あ
る
。
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