
　
　
ペ
テ
ィ
と
ヴ
ォ
ー
バ
ン

　
　
　
　
　
ー
ー

マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
の
財
政
思
想
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
　
　
田
　
　
浩
　
太
　
郎

第
一
節
　
問
題
提
起
と
方
法

　
一
　
本
稿
の
目
的

　
二
　
「
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
と
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス

　
三
　
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
と
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス

　
四
　
カ
メ
ラ
学
文
献
と
本
稿
の
力
法

第
二
節
　
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
と
そ
の
財
政
・
租
税
思
想

　
一
　
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム

　
ニ
　
ペ
テ
ィ
と
ヴ
ォ
ー
バ
ン

第
三
節
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
財
政
思
想

　
一
　
ペ
テ
ィ
と
そ
の
業
績

　
二
　
「
租
税
貢
納
論
」
の
主
張
の
概
要

　
　
ぺ
テ
ィ
と
ヴ
オ
ー
ー
・
バ
ン
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三
　
「
租
税
貢
納
論
」
の
タ
イ
ト
ル

　
　
第
四
節
　
マ
レ
シ
ャ
ル
・
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
財
政
思
想

　
　
　
一
　
ヴ
ォ
ー
バ
ン
元
師
と
そ
の
時
代

　
　
　
二
　
「
王
国
十
分
の
一
税
の
草
案
」
の
概
要

　
　
　
三
　
「
王
国
十
分
の
一
税
の
草
案
」
の
タ
イ
ト
ル

　
　
第
五
節
　
本
稿
の
む
す
び
ｰ
　
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
財
政
・
租
税
思
想
の
共
通
点
ｌ

　
　
　
　
　
　
第
一
節
　
問
題
提
起
と
方
法

　
一
、
本
稿
の
目
的

　
本
稿
な
ら
び
に
そ
の
続
稿
に
お
い
て
筆
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ゆ
る
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
か
ら
発

展
、
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
の
長
い
学
問
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
に
あ
る
。

　
あ
ら
か
じ
め
筆
者
は
次
の
二
つ
の
事
項
に
つ
い
て
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

　
そ
の
第
一
は
、
近
世
ド
イ
ツ
の
綜
合
的
国
家
科
学
な
い
し
社
会
科
学
と
も
い
う
べ
き
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

側
面
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
と
く
に
そ
の
重
要
な
一
側
面
で
あ
る
財
政
論
な
い
し
財
政
思
想
を
中
心
に
、
こ
れ
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
第
二
は
、
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
の
歴
史
を
単
に
概
観
す
る
こ
と
に
の
み
終
始
す
る
態
度
を
本
稿
で
は
と
り
た
く
な
い
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
学
問
の
生
成
の
節
目
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
る
役
割
を
果
し
た
と
お
も
わ
れ
る
い
く
人
か
の
代
表
的
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カ
メ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
主
要
な
る
業
績
に
つ
い
て
、
個
別
的
に
比
較
的
詳
細
な
る
内
在
的
検
討
を
ま
ず
お
こ
な
う
。
つ
い
で
こ
れ
を

橋
わ
た
し
に
し
て
、
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
の
全
体
像
に
迫
っ
て
ゆ
く
方
法
を
本
稿
で
は
採
用
し
た
い
と
お
も
う
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
た
と
い
真
の
意
味
で
の
代
表
的
な
カ
メ
ラ
学
者
の
業
績
を
文
字
通
り
内
在
的
に
と
り
あ
げ
え
た
と
し
て

も
、
な
お
、
か
か
る
個
別
的
業
績
の
検
討
か
ら
、
た
だ
ち
に
そ
の
時
代
の
特
定
種
類
の
カ
メ
ラ
学
の
傾
向
を
一
般
化
し
て
論
ず
る
こ

と
に
は
多
分
の
危
険
が
と
も
な
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
危
険
を
さ
け
る
べ
く
筆
者
は
で
き
う
る
限
り
気
を
配
る
つ
も
り
で
い
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
諸
業
績
の
う
ち
の
若
干
の
も
の
は
、
日
本
の
研
究
者
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
イ
ン

テ
リ
層
に
と
っ
て
も
ま
た
、
か
な
り
の
程
度
読
解
の
困
難
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
か
、
日
本
で
は
い
ま
だ
こ
れ
ら
業

績
に
つ
い
て
全
面
的
に
検
討
さ
れ
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
け
る
よ
う
な
方
法
に
よ
る
研
究
も
、
す
く
な

く
と
も
日
本
の
現
状
に
お
い
て
は
、
あ
な
が
ち
無
意
味
と
の
み
は
云
い
え
な
い
側
面
を
も
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
筆
者
は
ひ
そ

か
に
お
も
っ
て
い
る
。

　
二
、
「
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
と
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス

　
既
述
の
よ
う
に
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
内
a
m
e
r
a
l
i
s
m
u
s
（
英
語
で
は
カ
メ
ラ
リ
ズ
ム
c
Q
目
り
M
F
日
）
は
、
近
世
ド
イ
ツ
に
特
有
な
綜
合

的
国
家
科
学
な
い
し
社
会
科
学
の
体
系
的
な
姿
を
し
め
す
言
葉
で
あ
る
。
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
（
な
い
し
K
a
m
e
r
a
l
i
s
t
i
k
｡

K
a
m
e
r
a
l
-

w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
）
は
カ
メ
ラ
学
と
か
官
房
学
と
い
う
名
称
で
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。

　
近
世
は
じ
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
諸
国
家
の
ひ
と
つ
の
お
お
き
な
特
徴
は
、
専
制
君
主
制
な
い
し
絶
対
主
義
国
家
と
も
云
い
う
る

姿
を
と
っ
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
一
応
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い

－27－



で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
周
知
の
よ
う
に
近
世
の
は
じ
め
に
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
思
ひ
う
か
べ
る
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
と
か
オ
ー
ス
ト
リ

ア
と
い
う
独
立
国
家
、
な
い
し
は
国
民
国
家
の
姿
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
を
も
ふ
く
め
、
も
う
す
こ
し
ひ
ろ
い
範
図

を
も
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
ド
イ
ツ
人
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
帝
国
」
は
国
家
の
性
質
な
い
し

は
国
制
上
か
ら
み
る
と
、
ま
こ
と
に
「
変
則
的
で
怪
物
じ
み
た
何
も
の
か
で
あ
る
」
（
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
）
と
云
う
ほ
か
は
な
か
っ

た
。

　
　
Ｄ
　
Ｆ
・
ハ
ル
ト
ウ
ン
グ
・
成
瀬
・
坂
井
訳
、
ド
イ
ツ
国
制
史
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
五
年
、
二
一
五
ペ
ー
ジ
よ
り
の
引
用
。

　
た
し
か
に
こ
こ
に
は
選
ば
れ
て
皇
帝
の
位
に
つ
い
て
い
る
者
は
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
帝
国
」
を
構
成
し
て
い
る
大
小
さ
ま
ざ

ま
な
領
邦
と
の
関
連
か
ら
み
る
と
、
単
純
に
は
「
帝
国
」
の
国
家
性
を
容
認
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
小
さ
ま

ざ
ま
に
の
ぼ
る
領
邦
に
は
そ
れ
ぞ
れ
王
侯
や
領
主
が
い
て
、
濃
淡
の
差
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
所
領
に
お
け
る
実
権

を
に
ぎ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
大
領
邦
は
相
対
的
に
国
家
と
し
て
の
独
立
性
が
つ
よ
く
、
中
小
の
領
邦
は
比
較
的
に
「
帝

国
」
の
傘
下
に
あ
る
と
い
う
色
彩
を
つ
よ
く
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
帝
国
」
は
、
単
純
に
は
国
家
（
領
邦
）
連
合
と

も
い
え
ぬ
存
在
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
帝
国
」
皇
帝
は
、
こ
れ
ら
領
邦
の
実
権
者
た
ち
の
内
の
最
有
力
者
、

た
と
え
ば
同
時
に
大
領
邦
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
王
で
も
あ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
者
が
就
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
皇
帝

の
思
考
や
行
動
に
お
い
て
は
、
帝
国
全
体
の
利
害
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
ら
が
直
接
に
支
配
し
て
い
る
領
邦
の
利
害
を
優
先
さ
せ
る
傾

向
が
つ
よ
く
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
ド
イ
ツ
人
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
を
構
成
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
領
邦
に
お
い
て
は
、
近
世
に
な
っ
て
も
な
お
そ
の
社
会
・
経

済
生
活
に
お
い
て
中
世
的
な
性
格
を
色
濃
く
の
こ
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
王
侯
や
領
主
を
核
と
す
る
、
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そ
の
領
邦
向
の
殖
産
興
業
政
策
や
富
国
強
兵
政
策
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
統
治
に
関
連
し
て
、
い
く
つ
も
提
案
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
も
き

た
の
で
あ
る
。

　
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
は
、
い
わ
ば
旧
い
イ
デ
ー
と
新
し
い
イ
デ
ー
と
を
お
り
ま
ぜ
な
が
ら
、
領
邦
（
国
家
）
の
経
営
を
体
系
的
に
考

察
す
べ
き
学
間
と
し
て
、
近
世
の
は
じ
め
、
す
な
わ
ち
、
一
五
〇
〇
年
代
半
ば
こ
ろ
に
端
を
発
し
た
。
そ
し
て
一
八
○
○
年
代
半
ば

こ
ろ
に
ほ
ぼ
完
全
に
姿
を
没
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
お
よ
そ
三
百
年
に
わ
た
っ
て
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
は
生
成
発
展
と
衰

退
の
経
過
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
三
、
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
と
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス

　
近
世
は
じ
め
の
絶
対
主
義
国
家
の
特
徴
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
太
陽
王
ル
イ
十
四
世
の
「
国
家
、
そ
れ
は
朕
で
あ
る
」
（
こ
れ
は
ゾ
ム

バ
ル
ト
も
い
う
よ
う
に
「
朕
、
そ
れ
は
国
家
で
あ
る
」
の
意
味
を
も
も
つ
）
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
も
っ
と
も
よ
く
象
徴
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
言
葉
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
国
王
は
、
一
方
で
は
、
私
個
人
と
し
て
、
国
土
と
そ
れ
に
付
随
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
財
産
お
よ
び
特
権
を
私
的
に
所
有
す
る
者
で

あ
る
。
国
民
ま
で
も
自
分
の
持
物
で
あ
る
と
思
っ
て
よ
か
っ
た
の
だ
。
他
方
、
公
人
と
し
て
、
国
王
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
ふ
く
め

た
国
家
と
い
う
統
一
体
を
代
表
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
に
公
共
性
を
も
っ
た
主
権
者
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
換
言
す
れ
ば
、
近
世
絶
対
主
義
国
家
に
お
け
る
君
主
私
個
人
の
権
力
が
、
ま
さ
に
国
家
と
い
う
公
権
力
へ
と
変
質
し
て
ゆ
く
過
渡

的
様
相
を
、
ル
イ
十
四
世
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
国
民
を
統
治
し
、
富
国
強

兵
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
、
単
に
主
権
者
個
人
と
し
て
の
国
王
の
み
で
な
く
、
両
家
全
体
、
国
民
全
体
に
と
っ
て
も
ま
た
利
益
の
あ
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る
も
の
で
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
世
絶
対
主
義
国
家
に
は
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
が
採
用
し
て
い

た
富
国
強
兵
的
経
済
政
策
は
、
ふ
つ
う
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
（
な
い
し
は
重
商
主
義
）
と
い
う
名
前
で
一
括
さ
れ
て
い
る
。

　
絶
対
主
義
国
家
の
富
国
強
兵
政
策
と
し
て
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
に
共
通
し
た
特
徴
的
な
点
を
、
富
国
の
基
礎
と
し
て
の
貴
金

属
保
有
の
増
大
、
な
い
し
は
貨
幣
の
増
殖
の
あ
く
な
き
追
求
と
い
う
点
に
求
め
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
共
通
の
目
的

に
向
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
情
と
時
代
と
に
適
合
し
た
合
目
的
的
な
手
段
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
実
現
し
よ
う
と

は
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
比
較
的
は
や
い
時
期
に
国
民
的
統
一
が
達
成
さ
れ
、
国
民
国
家
と
い
う
単
位
で
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
た
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
は
、
貴
金
属
の
生
産
や
流
出
入
へ
の
干
渉
と
か
、
外
国
貿
易
に
よ
っ
て
貿
易
差
額
（
差
益
）
を
増
大
さ

せ
る
と
か
、
さ
ら
に
は
産
業
発
展
と
い
う
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
貨
幣
増
殖
を
は
か
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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.

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
非
常
に
誤
解
を
招
き
や
す
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
「
カ
メ
ラ
リ
ズ
ム
は
ド
イ
ツ
の
マ

ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
と
定
義
し
う
る
で
あ
ろ
う
‰
　
す
な
わ
ち
、
い
ま
だ
国
民
的
統
一
を
な
し
え
な
か
っ
た
「
ド
イ
ツ
人
の
神
聖
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
　
１
　
１
　
４
　
１
　
　
１
　
１
　
Ｘ
　
Ｓ
　
Ｉ
　
Ｘ
　
４
　
１
　
、
１
　
４
　
１
　
４

ー
マ
帝
国
」
を
構
成
し
て
い
る
多
数
の
領
邦
、
と
く
に
進
歩
的
大
領
邦
そ
れ
ぞ
れ
の
地
盤
に
育
っ
た
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
的
政
策

論
が
、
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
論
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
情
に
あ
っ
た
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
と
も
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
論
も
、
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
も
、

と
も
に
同
時
代
に
、
お
な
じ
性
格
の
国
家
政
策
的
任
務
を
担
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
特
有
な
状
況
に
ふ
さ
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忿

わ
し
い
手
法
で
の
実
現
を
追
求
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
、
と
一
応
は
云
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
「
マ
ー
カ
ン
テ

ィ
リ
ズ
ム
は
経
済
史
の
一
時
代
で
あ
り
、
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
は
社
会
経
済
・
国
家
経
済
理
論
史
の
一
節
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
考

え
る
必
要
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
四
、
カ
メ
ラ
学
文
献
と
本
稿
の
方
法

　
フ
ム
パ
ー
ト
女
史
が
一
九
三
七
年
に
出
版
し
た
「
カ
メ
ラ
学
文
献
集
」
（
M
a
g
d
a
l
e
n
e

H
u
m
p
e
r
t
｡

B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
ed
e
r

K
a
m
e
r
a
l
-

w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
i
t
e
n
.
内
0
:
I
n1
9
3
7
｡
）
は
、
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
の
文
献
を
総
覧
す
る
の
に
は
非
常
に
貴
重
で
、
し
か
も
便
利
な
本
で
あ

　
　
　
　
ぺ
テ
ィ
と
ヴ
ォ
ー
バ
ン
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る
。
こ
の
本
は
木
文
だ
け
で
一
、
一
八
四
ペ
ー
ジ
に
も
お
よ
ぶ
大
冊
で
あ
る
。
一
五
二
〇
年
か
ら
一
八
五
〇
年
に
い
た
る
、
す
な
わ

ち
、
カ
メ
ラ
学
の
萌
芽
時
代
か
ら
、
そ
の
完
全
な
る
消
滅
に
い
た
る
お
よ
そ
三
〇
〇
年
余
り
に
わ
た
り
、
カ
メ
ラ
学
の
文
献
を
中

心
と
し
、
併
せ
て
、
そ
の
周
辺
、
た
と
え
ば
カ
メ
ラ
学
に
影
響
を
あ
た
え
た
（
カ
メ
ラ
学
文
献
に
引
用
さ
れ
た
）
外
国
文
献
や
カ
メ
ラ

学
の
隣
接
領
域
の
文
献
を
も
網
羅
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
文
献
集
は
一
五
二
〇
年
以
前
に
さ
か
の
ば
っ
た
同
種
の
文
献
を
も

若
干
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
れ
に
採
録
さ
れ
て
い
る
文
献
は
総
数
で
は
一
四
、
〇
四
〇
点
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
一
文
献
が
全
集
、
翻
訳
な
ど
の
形
で
再
び
出
て
く
る
こ
と
な
ど
も
あ
る
。
純
計
は
こ
れ
を
若
干
下
廻
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者
は
そ
の
数
を
精
確
に
し
ら
べ
た
こ
と
は
な
い
。

　
こ
の
「
文
献
集
」
の
便
利
な
点
の
一
つ
は
、
お
お
く
の
場
合
、
文
献
の
所
在
を
も
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
親
切
な

文
献
集
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
・
。

　
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
が
日
本
で
使
用
し
う
る
官
房
学
の
文
献
の
数
は
か
な
り
制
限
さ
れ
た
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ら

の
う
ち
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
も
の
が
い
わ
ゆ
る
稀
覯
書
に
属
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
本
稿
な
ら
び
に
そ
の
続

稿
で
は
、
そ
の
限
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
と
く
に
カ
メ
ラ
学
生
成
の
節
目
に
あ
た
る
、
学
問
的
見
地
か
ら
み
て
非
常
に
貴
重
と
さ
れ

て
い
る
若
干
の
文
献
の
み
を
手
が
か
り
と
す
る
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
、
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
に
も
と
づ
く
財
政
論
と
と
も
に
、

財
政
学
を
独
立
の
学
問
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
て
ゆ
く
役
割
を
果
し
た
カ
メ
ラ
学
と
い
う
広
大
な
学
問
領
域
を
、
い
わ
ば
わ
ず
か
な
三

角
点
を
た
よ
り
に
し
て
測
量
し
よ
う
と
い
う
暴
挙
を
あ
え
て
試
み
る
の
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
官
房
学
の
生

成
、
発
展
、
衰
退
の
姿
を
、
と
く
に
そ
の
財
政
論
を
中
心
に
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
ま
ず
カ
メ
ラ
リ
ス
ム
ス
、
と
く
に
前
期
カ
メ
ラ
学
と
類
縁
関
係
に
あ
る
十
七
世
紀
な
い
し
十
八
世
紀
は
じ
め
の
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
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ン
ス
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
的
財
政
論
の
考
察
か
ら
本
稿
を
出
発
さ
せ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
と
そ
の
財
政
・
租
税
思
想

　
一
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム

　
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
西
欧
先
進
諸
国
に
は
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
主
典
国
家
が
成
立
し
生
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
国
々
で

は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
情
に
あ
っ
た
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
政
策
、
す
な
わ
ち
、
富
国
強
兵
政
策
が
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
こ
れ
を
考
え
て
み
る
と
、
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
政
策
は
具
体
的
に
は
主
と
し
て
、
流
入
お
よ

び
増
産
に
よ
る
貴
金
属
保
有
の
増
加
、
し
た
が
っ
て
貨
幣
の
増
殖
を
富
国
の
根
本
と
み
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
の

た
め
の
植
民
地
の
獲
得
、
外
国
貿
易
の
助
成
、
技
術
や
工
業
の
奨
励
、
人
口
や
雇
用
の
増
大
政
策
の
推
進
に
お
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
西
欧
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
内
部
に
お
い
て
、
支
配
さ
れ
て
い
た
国
民
た
ち
に
は
、
す
で
に
あ
る
程

度
の
自
由
が
保
証
さ
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
他
方
、
当
時
の
支
配
者
で
あ
る
国
王
と
か
諸
侯
に
と
っ
て
は
、
国
民
は
あ
く
ま
で
か
れ

ら
の
統
治
の
対
象
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
が
、
ま
だ
支
配
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
事
実
、
国
王
の
利
害
に
完
全
に
対
立
す
る

可
能
性
を
も
つ
よ
う
な
形
で
の
、
国
民
な
い
し
市
民
の
存
在
は
充
分
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
当
時
に

お
い
て
は
、
原
則
的
に
支
配
者
の
支
配
機
構
で
あ
る
国
家
に
対
立
す
る
形
で
、
支
配
さ
れ
る
人
た
ち
が
独
自
に
つ
く
り
あ
げ
る
市
民

社
会
と
い
う
も
の
は
西
欧
世
界
で
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
一
応
は
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
経
済
政

策
も
ま
た
、
主
と
し
て
君
侯
な
い
し
国
家
の
利
害
を
中
心
に
推
進
さ
れ
た
と
考
え
て
も
大
過
な
い
の
で
あ
る
。

　
い
ま
述
べ
た
状
況
は
、
も
ち
ろ
ん
、
時
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
国
が
こ
と
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
若
干
そ
の
ニ
ュ
ア
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ン
ス
が
異
っ
て
く
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
す
で
に
十
七
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
市
民
革
命
を
通
し
て
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
支
配
さ
れ
る

階
層
の
利
害
を
中
心
と
す
る
市
民
意
識
が
め
ば
え
、
国
家
と
は
対
立
す
る
支
配
さ
れ
る
人
た
ち
の
機
構
で
あ
る
市
民
社
会
が
形
成
さ

れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
政
治
的
権
限
お
よ
び
経
済
的
・
財
政
的
権
限
が
追
々
と
市
民
の

側
に
よ
る
制
約
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
さ
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
十
七
世
紀
の
市
民
革
命
を
通
し
て
経
験
し
た
の
と
同
様
な
性
格
を
も
つ
経
験
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
お
よ
そ
百

年
あ
ま
り
も
お
く
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
十
八
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

ほ
ぼ
こ
の
時
期
に
い
た
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
専
制
君
主
の
支
配
機
構
が
庶
民
の
上
に
完
全
に
の
し
か
か
っ
て
い
た
と
云
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

　
二
、
ペ
テ
ィ
と
ヴ
ォ
ー
バ
ン

　
先
に
の
べ
た
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
の
具
体
的
政
策
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
よ
う
な
時
代
的
背
景

の
も
と
で
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
英
仏
の
学
者
や
実
際
家
（
主
と
し
て
商
人
や
銀
行
家
た
ち
）
か
ら
、
マ
ー
カ
ン

テ
ィ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
や
提
案
が
、
こ
の
時
代
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　
財
政
な
い
し
租
税
問
題
を
中
心
に
、
こ
れ
ら
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
議
論
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
か
れ
ら
マ
ー
カ
ン
テ
ィ

リ
ス
ト
た
ち
は
、
一
般
に
財
政
を
た
ん
に
そ
の
時
々
の
時
事
的
問
題
と
し
て
論
ず
る
だ
け
に
と
ど
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
専
制
君
主

の
利
害
を
中
心
に
す
え
た
富
国
強
兵
政
策
の
一
部
門
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
ら
は
財
政
を
国
家

の
統
一
的
政
策
論
の
一
部
門
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
と
も
に
数
お
お
く
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
を
輩
出
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
お
お
く
が
財
政
に

つ
い
て
も
論
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
そ
の
一
々
に
つ
い
て
紹
介
す
る
い
と
ま
は
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

　
　
幻
　
非
常
に
高
名
な
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
、

　
　
匈
　
財
政
、
と
く
に
租
税
を
直
接
の
テ
ー
マ
と
し
た
重
要
な
労
作
を
公
刊
し
た
こ
と
、

の
二
項
目
を
基
準
に
し
て
、
両
条
件
に
か
な
う
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
要
な
人
物

各
一
名
を
え
ら
び
、
そ
の
租
税
に
関
す
る
著
作
各
一
点
を
紹
介
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、

　
イ
ギ
リ
ス
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ぺ
テ
ィ
（
S
i
r

W
i
l
l
i
a
m

P
e
t
t
y
｡
1
6
2
3
-
1
6
8
7
)
と
彼
の
匿
名
の
著
作
、
「
租
税
貢
納
論
」
一
六
六
二

年
（
y
T
r
e
a
t
i
s
e

o
f
T
a
a
階
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
｡

L
o
n
d
o
n
｡

1
6
6
2
｡
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
マ
レ
シ
ャ
ル
・
ヴ
ォ
ー
バ
ン
（
S
e
b
a
s
t
i
e
n

l
e

P
r
e
s
t
r
e
｡S
e
i
g
n
e
u
r
d
e

V
a
u
b
a
n
｡

1
6
3
3
-
1
7
0
7
｡
)
と
彼
の
匿

名
の
著
作
「
王
国
十
分
の
一
説
の
草
案
」
一
七
〇
七
年
（
P
r
o
j
e
t

d
'
u
n
e

d
i
x
m
e

r
o
y
a
l
e
｡
o
.
〇
･
'
芯
0
ご
を
あ
げ
て
よ
い
で
あ
ろ

　
若
干
の
異
論
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
両
者
お
よ
び
両
著
作
を
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
の
代
表
的
財
政
学
説
と
し
て
あ
げ
る
こ
と

は
比
較
的
常
識
に
か
な
っ
た
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
第
三
節
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
財
政
思
想

　
一
、
ペ
テ
ィ
と
そ
の
業
績

　
ぺ
テ
ィ
（
一
六
二
三
－
一
六
八
七
年
）
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
医
学
者
で
あ
り
、
ま
た
高
級
行
政
官
僚
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ぺ
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テ
ィ
の
ま
さ
に
ペ
テ
ィ
た
る
本
領
は
、
か
れ
の
社
会
科
学
の
領
域
に
お
け
る
業
績
に
あ
っ
た
と
云
っ
て
差
支
え
な
い
。
ペ
テ
ィ
の
著

作
「
政
治
算
術
」
一
六
七
六
年
完
成
句
訃
t
i
c
a
l

A
r
i
t
h
m
e
t
i
c
k
｡L
o
n
d
o
n
｡

1
6
9
0
｡
）
は
、
国
家
や
社
会
を
「
数
（
N
u
m
b
e
r
）
　
　
　
重
量

　
（
g
e
擢
r
）
ま
た
は
尺
度
（
M
e
a
s
u
r
e
）
を
用
い
て
表
現
し
、
感
覚
に
う
っ
た
え
る
議
論
の
み
を
用
い
、
自
然
の
な
か
に
実
見
し
う
る

基
礎
を
も
つ
よ
う
な
諸
原
因
の
み
を
考
察
す
る
と
い
う
手
つ
づ
き
（
c
o
肖
S
）
を
と
っ
た
」
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
を
科
学
的
に
記

述
し
よ
う
と
す
る
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
時
と
し
て
労
働
価
値
説
の
創
始
者
、
す
な
わ
ち
、
経
済
学
の
創
設
者
と

も
よ
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
彼
は
、
絶
対
主
義
国
家
の
代
弁
者
で
あ
る
と
か
、
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
、
さ
ら
に
は
イ

ギ
リ
ス
の
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
ペ
テ
ィ
は
そ
の
両
面
を
併
せ
も
っ
た
傑
出
し
た
学
者
で
あ
る
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
国
家
、
経
済
、
財
政
に
つ
い
て
の
ペ
テ
ィ
の
考
え
方
が
構
築
さ
れ
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
彼
の
生
き
た
十
七
世
紀
の
イ
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ギ
リ
ス
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
を
あ
げ
る
こ
と
に
は
、
誰
し
も
異
論
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
十
七
世
紀
の
市
民
革
命
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
で
は
西
欧
諸
国
に
先
が
け
て
絶
対
王
制
的
な
国
家
体
制
が

崩
壊
し
は
じ
め
た
。
こ
れ
に
代
っ
て
今
ま
で
支
配
さ
れ
る
側
で
あ
っ
た
人
々
が
市
民
階
級
と
し
て
、
そ
の
勢
力
を
伸
長
さ
せ
つ
つ
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
理
の
当
然
と
し
て
、
国
家
な
い
し
は
国
王
の
経
済
的
基
盤
に
も
反
映
さ
れ
る
事
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
国
家
財
政
に
お
い
て
は
、
国
王
の
も
つ
（
御
料
地
、
鉱
山
な
ど
の
）
財
産
の
運
用
や
、
（
特
許
権
や
独
占
権
な
ど
の
）
特
権
の
利
用
に

よ
っ
て
生
ず
る
収
入
の
比
重
は
急
激
に
低
下
し
た
。
こ
れ
は
反
面
、
国
家
財
政
に
お
け
る
国
民
の
一
般
的
貢
納
に
よ
る
収
入
が
主
要

部
分
を
占
め
つ
つ
あ
っ
た
事
を
も
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
や
租
税
収
入
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
漸
く
経
常
収
入
化
を
は
じ
め
て

お
り
、
し
か
も
諸
租
税
の
う
ち
で
は
間
接
諸
説
が
そ
の
中
心
的
地
位
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ぺ
テ
ィ
の
「
租
税
貢
納
論
」
一
六
六
二
年
が
著
は
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
、
か
か
る
財
政
的
背
景
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と

云
っ
て
よ
い
。

　
　
Ｄ
　
本
節
で
は
既
述
の
大
内
・
松
川
訳
、
ペ
テ
ィ
、
租
税
貢
納
論
、
他
一
篇
を
利
用
し
た
。
こ
の
書
物
か
ら
の
引
用
や
利
用
は
、
カ
ッ
コ
内
に

　
　
　
　
章
な
い
し
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
る
す
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
二
、
「
租
税
貢
納
論
」
の
主
張
の
概
要

　
　
「
租
税
貢
納
論
」
全
十
五
章
に
お
い
て
、
ペ
テ
ィ
は
公
共
経
費
か
ら
筆
を
お
こ
し
、
公
共
収
入
、
と
く
に
租
税
の
性
質
や
課
税
標

準
、
さ
ら
に
は
徴
税
方
法
に
ま
で
論
を
す
す
め
て
い
る
。
そ
の
論
述
の
目
的
は
、
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
富
国

強
兵
の
一
層
の
推
進
に
あ
っ
た
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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彼
の
い
わ
ゆ
る
富
国
強
兵
と
は
、
本
書
に
お
い
て
は
一
体
ど
ん
な
含
意
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
従
来
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス

ト
た
ち
と
は
若
干
異
な
っ
て
、
貨
幣
（
貴
金
属
）
の
増
大
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
と
産
業
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
成
長
を
も
っ
て
富

国
の
基
本
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
六
四
―
六
五
ペ
ー
ジ
）
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
を
推
進
し
て
ゆ
く
動
力
と
な
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
、
労
働
な
の
で
あ
る
。
ペ
テ
ィ
は
い
う
「
土
地
が
富
の
母
で

あ
る
よ
う
に
、
労
働
は
富
の
父
で
あ
り
、
そ
の
能
動
的
要
素
で
あ
る
」
（
一
一
九
ぺ
ー
ジ
）
。
君
主
の
偉
大
さ
は
、
君
主
の
領
土
の
大

き
さ
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
よ
く
統
治
さ
れ
て
い
る
人
民
の
数
、
技
術
お
よ
び
勤
勉
に
あ
る
、
と
彼
は
の
べ
て
、
富
国
に
お
け
る

労
働
の
量
的
・
質
的
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
四
二
ペ
ー
ジ
）
。

　
た
だ
し
ペ
テ
ィ
は
、
人
間
の
活
動
な
い
し
労
働
に
は
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
、
と
一
応
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

国
富
を
直
接
に
増
進
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
有
用
に
し
て
か
つ
生
産
的
な
労
働
と
、
有
用
で
は
あ
る
が
国
富
の
増
進
と
い
う
意
味
か
ら

は
不
生
産
的
労
働
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
と
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
ぺ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
農
業
お
よ
び
製
造
業
の
生
産
物
は
、
政
治
体
の
血
液
と
養
液
と
を
本
源
的
に
つ
く
り
だ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
こ
れ
に
投
入
さ
れ
る
労
働
は
、
有
用
に
し
て
か
つ
生
産
的
な
労
働
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
流
通
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
に
投
入
さ
れ
る
労
働
は
、
た
し
か
に
有
用
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
果
実
を
う
み
だ
さ
な
い
労
働
－
‐
ペ
テ
ィ
の
極
端

な
表
現
を
使
え
ば
「
貧
民
の
労
働
を
た
が
い
に
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
博
徒
」
の
よ
う
な
労
働
－
｜
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
五
三
ペ
ー

ジ
）
。

　
国
家
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
、
し
た
が
っ
て
そ
の
経
済
的
基
礎
を
提
供
す
る
経
費
も
ま
た
、
一
応
は
生
産
的
経
費
と
不
生
産
的
経
費
と

に
分
げ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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、
幻
　
軍
事
費

　
幻
　
統
治
な
ら
び
に
司
法
や
治
安
の
た
め
の
経
費

　
旬
　
教
会
費

　
蜀
　
教
育
費

は
ペ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
有
用
で
は
あ
る
が
不
生
産
的
な
経
費
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ペ
テ
ィ
の
考
え
で
は
、
こ
の
種
の
経
費
は
あ
る
一
定
額
ま
で
の
支
出
に
お
い
て
は
、
そ
の
有
用
性
の
側
面
の
み
が
前
面
に
で
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
範
囲
内
で
は
こ
の
種
の
経
費
の
生
産
性
は
問
は
れ
な
く
と
も
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
一
定

額
を
こ
え
る
と
、
に
わ
か
に
そ
の
不
生
産
的
性
格
が
明
瞭
と
な
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
経
費
は
、
生

産
性
が
問
題
と
な
ら
ぬ
範
囲
内
に
ま
で
削
減
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
削
減
が
可
能
で
も
あ
る
と
し
た
。
ペ
テ
ィ
は
い
か
に
も
「
政
治

算
術
」
の
著
者
ら
し
く
、
こ
れ
ら
の
経
費
を
も
っ
て
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
入
用
量
を
計
算
す
る
。
つ
い
で
、
こ
れ
を
経
済
効
率
よ
く
遂

行
す
る
の
に
必
要
な
最
低
人
員
を
割
り
だ
す
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
人
員
で
の
サ
ー
ビ
ス
で
間
に
合
う
な
ら
ば
、
現
実
の
人
員
と
こ

の
人
員
と
の
差
に
相
当
す
る
分
だ
け
経
費
の
削
減
が
見
込
め
る
と
計
算
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
し
ペ
テ
ィ
の
計
算
ど
お
り
に
経
費
の
節
減
が
実
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
安
定
し
た
経
費
の
調
達
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
、
こ
れ
に

と
も
な
っ
て
課
税
の
公
平
も
期
待
し
う
る
よ
う
に
な
る
、
と
彼
は
考
え
た
（
五
四
ペ
ー
ジ
）
。

　
他
方
、
残
り
の
二
つ
の
主
要
経
費
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
、
貧
民
救
済
的
経
費
と
公
共
事
業
的
経
費
と
は
、
そ
の
経
費
の
性
質

上
有
用
に
し
て
か
つ
生
産
的
経
費
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
む
し
ろ
増
額
す
べ
し
、
と
ペ
テ
ィ
は
い
う
。
そ
し
て
、
彼
は
あ
た
か

も
ケ
イ
ン
ズ
の
ご
と
く
、
も
し
そ
れ
が
外
国
品
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
平
原
に
無
駄
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
造
る
よ
う
な
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公
共
事
業
（
費
の
支
出
）
で
さ
え
も
有
益
な
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
（
五
七
ペ
ー
ジ
）
。
換
言
す
れ
ば
、
か
か
る
一
見
不
生

産
的
と
も
み
え
る
支
出
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
、
そ
の
た
め
に
働
く
人
々
に
貨
幣
を
あ
た
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
醸
造
家
、
パ
ン
製

造
人
、
裁
縫
師
、
靴
職
な
ど
に
直
ち
に
払
い
も
ど
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
六
一
ぺ
ー
ジ
）
か
ら
、
結
局
は
生
産
的
な
経
費
と
い
う
こ

と
に
な
る
、
と
い
う
観
念
を
ペ
テ
ィ
は
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼
の
経
費
観
の
う
ち
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
国
民
経
済
的
利
害
を
中
心
と
し
た
「
安
あ
が
り
の
政
府
」
観
の
要
素
も
み
ら
れ
な
い
こ

と
は
な
い
。
た
と
え
ば
前
述
四
種
の
経
費
の
削
減
を
要
求
し
た
の
は
、
一
応
こ
の
見
地
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
始
祖
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
者
た
ち
の
よ
う
な
、
国
家
経
費

は
有
用
で
は
あ
る
が
決
し
て
生
産
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
の
徹
底
し
た
見
方
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
前
述
の

例
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
ペ
テ
ィ
は
ケ
イ
ン
ズ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
経
費
の
、
波
及
効
果
を
も
考
え
あ
わ

せ
た
上
で
の
、
第
二
次
的
・
間
接
的
生
産
性
能
を
も
、
こ
の
内
に
か
く
し
も
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
経
費
論
に
お
け
る
彼
の
主
た
る
関
心
は
、
あ
く
ま
で
絶
対
主
義
国
家
の
富
国
強
兵
的
政
策
の
推
進
の
側
面
か
ら
こ
れ
を

考
察
す
る
点
に
あ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
以
上
の
紹
介
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
と
お
り
、
そ
も
そ
も
ペ
テ
ィ
財
政
論
の
基
本
的
特
徴
を
財
政
学
的
に
表
現
す
れ
ば
、
マ
ー
カ
ン

テ
ィ
リ
ズ
ム
的
財
源
涵
養
の
立
場
を
と
る
点
に
存
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
の
経
費
論
も
、
経
費
支
出
に
も
と
づ
く
労
働
力

の
雇
用
の
増
大
（
な
い
し
は
人
口
の
増
加
）
を
通
し
て
の
国
民
経
済
的
発
展
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ペ
テ
ィ
に
よ
る

と
、
租
税
収
入
を
国
産
品
の
た
め
に
支
出
す
る
な
ら
ば
、
国
全
体
と
し
て
の
富
の
状
態
に
は
有
害
で
は
な
い
。
し
か
も
富
や
財
産

が
、
遊
び
人
の
地
主
の
手
か
ら
勤
勉
な
人
た
ち
の
手
に
移
る
と
い
う
変
化
を
生
む
の
で
あ
る
（
六
六
ペ
ー
ジ
）
。
こ
れ
は
当
然
、
国
民
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経
済
の
生
産
性
の
向
上
と
い
う
結
果
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
租
税
論
な
い
し
公
収
入
論
に
お
い
て
も
ま
た
、
同

様
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
徴
税
が
過
大
と
な
る
と
産
業
の
た
め
の
貨
幣
が
不
足
し
、
こ
れ
が
労
働
力
の
雇
用
を

す
く
な
い
も
の
と
さ
せ
る
。
こ
れ
は
ま
た
人
口
、
技
術
、
勤
勉
を
減
ぜ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
業
の
停
滞
を
招
く
に
い
た
る
、
と

ペ
テ
ィ
は
考
え
て
い
る
（
五
九
、
六
六
ぺ
ー
ジ
）
。
国
内
物
産
税
は
、
も
し
こ
れ
を
規
則
正
し
く
徴
収
す
る
な
ら
ば
、
勤
倹
を
約
束
し

国
民
を
富
ま
し
む
る
唯
一
の
徴
税
形
式
と
な
る
（
一
六
三
ペ
ー
ジ
）
。
さ
ら
に
は
、
刑
罰
を
な
る
べ
く
罰
金
刑
に
す
る
こ
と
は
、
労
働

と
公
共
の
富
と
を
増
進
さ
せ
る
所
以
で
も
あ
る
、
と
さ
え
ペ
テ
ィ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
一
一
九
ぺ
ー
ジ
）
。

　
ぺ
テ
ィ
は
国
王
の
財
政
支
出
を
と
お
し
て
の
国
民
経
済
の
発
展
の
促
進
士
財
源
（
税
源
）
の
一
層
の
豊
富
化
士
財
政
需
要
の

調
達
の
一
層
の
容
易
化
士
国
王
の
富
裕
化
ｉ
↓
財
政
支
出
の
増
大
の
容
易
化
と
い
う
よ
う
な
循
環
的
図
式
を
も
と
に
、
財
源
調
達

な
い
し
、
公
共
収
入
調
達
の
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
税
源
涵
養
的
な
基
本
的
立
場
に
た
っ
て
、
ペ
テ
ィ
は
当
時
よ
う
や
く
経
常
収
入
化
を
は
じ
め
て
い
た
租
税
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
な
原
則
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
を
課
徴
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

　
国
民
は
平
和
に
浴
す
る
分
け
ま
え
と
利
益
と
に
応
じ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
自
己
の
資
産
ま
た
は
富
に
応
じ
て
貢
納
す
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
根
本
原
則
に
よ
っ
て
で
あ
る
（
一
五
七
ペ
ー
ジ
）
。

　
し
た
が
っ
て
、
大
ざ
っ
ぱ
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
ペ
テ
ィ
は
課
税
の
根
拠
な
い
し
課
税
の
原
則
の
一
部
を
、
国
民
が
国
家
か
ら
受

け
る
利
益
に
も
と
め
（
利
益
説
）
、
他
の
一
部
を
国
民
各
自
の
も
つ
経
済
的
能
力
に
も
と
め
て
い
る
（
給
付
能
力
説
）
、
と
考
え
て
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
ペ
テ
ィ
の
場
合
、
給
付
能
力
説
を
根
拠
づ
け
る
べ
き
富
と
は
、
現
実
に
享
受
し
て
い
る
富
を
意
味
し
て
い
る
。
お
お
く
の
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マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
と
お
な
じ
く
、
ペ
テ
ィ
は
、
こ
れ
を
節
約
し
、
蓄
積
し
、
さ
ら
に
は
後
資
し
て
い
る
（
富
の
）
部
分
を

も
っ
て
、
潜
存
的
な
富
と
称
し
て
課
税
の
対
象
と
し
て
の
富
か
ら
除
外
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
一
五
七
ペ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
消
費
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
富
の
部
分
を
も
っ
て
給
付
能
力
を
直
接
に
表
現
す
る
も
の
と
考
え
る
ペ
テ

ィ
の
構
想
は
、
今
日
の
眼
か
ら
み
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
異
議
な
し
と
は
い
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
消
費
は
む
し
ろ
給
付
能
力
を
間
接

的
に
表
現
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ペ
テ
ィ
は
収
入
や
所
得
、
な
い
し
資
産

と
い
う
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
経
済
的
能
力
を
直
接
に
表
現
す
る
も
の
だ
、
し
た
が
っ
て
課
税
の
公
平
の
原
則
も
こ
れ
に
も
と
づ
い
て

理
解
す
べ
き
だ
、
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
ペ
テ
ィ
は
、
ペ
テ
ィ
自
身
の
い
う
課
税
の
公
平
性
を
も
っ
て
、
そ
の
基
本

原
則
と
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
加
う
る
に
、
ペ
テ
ィ
は
課
税
の
便
宜
原
則
を
配
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ペ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
租
税
を
耐
え
が
た
い
も
の
た
ら
し

め
て
い
る
の
は
、
そ
の
賦
課
が
突
然
か
つ
火
急
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
一
四
〇
ペ
ー
ジ
）
。
し
た
が
っ
て
課
税
は
人
民
に
と
っ
て
適

切
な
時
期
に
（
六
二
ぺ
ー
ジ
）
、
適
切
な
貢
納
形
態
（
時
と
し
て
は
現
物
納
の
力
が
国
王
に
と
っ
て
便
宜
の
ケ
ー
ス
も
生
ず
る
）
で
も
っ
て
な

す
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
容
易
、
迅
速
か
つ
負
担
感
な
し
で
微
収
す
べ
し
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
最
小
徴
税
費
の
原
則
も
ま
た
ペ
テ
ィ
の
重
視
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ペ
テ
ィ
に
ょ
れ
ば
、
過
大
な
徴
税
費
は
一
般
に

過
大
な
課
税
を
う
み
、
こ
れ
が
国
民
経
済
の
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
ペ
テ
ィ
は
関
税
の
か
わ
り

に
ト
ン
税
を
提
案
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
が
少
数
の
人
々
に
よ
っ
て
容
易
に
徴
収
し
う
る
こ
と
を
利
点
と
し
て
あ
げ
て
い
る
（
一

〇
〇
ペ
ー
ジ
）
。
ま
た
国
内
物
産
税
の
採
用
に
関
連
し
て
、
こ
れ
が
少
数
の
専
門
徴
税
官
吏
に
よ
る
能
率
的
徴
収
た
る
べ
き
こ
と
を
の

べ
て
い
る
の
で
あ
る
（
一
六
四
ペ
ー
ジ
）
。
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ペ
テ
ィ
の
論
じ
た
課
税
の
諸
原
則
に
て
ら
し
て
考
え
て
み
る
と
、
当
時
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
直
接
諸
税
は
、
お
お
む
ね
公
平
な

租
税
と
は
い
い
が
た
い
と
い
う
の
が
彼
の
見
解
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
り
う
る
人
頭
税
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、

い
ず
れ
も
徴
収
に
は
便
利
で
あ
る
が
負
担
は
不
公
平
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
所
以
を
ペ
テ
ィ
は
説
明
し
て
い
る
（
第
七
章
）
。

　
一
般
的
に
い
え
ば
、
間
接
諸
税
、
と
く
に
完
成
品
に
近
い
段
階
で
の
、
一
回
か
ぎ
り
の
累
積
的
国
内
消
費
税
な
い
し
国
内
物
産
税

の
方
が
、
上
述
し
た
課
税
の
諸
原
則
に
綜
合
的
に
か
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
自
然
的
正
義
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
、
と
ペ
テ
ィ

は
考
え
る
。
こ
れ
ら
税
種
の
う
ち
、
し
か
し
、
伝
統
的
な
消
費
税
で
あ
る
ビ
ー
ル
税
や
塩
税
、
燃
料
税
や
パ
ン
税
は
公
平
で
も
な
け

れ
ば
容
易
で
も
な
く
、
ま
た
吟
味
も
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
ご
く
小
額
の
爐
税
ま
た
は
煙
突
税
は
、
も
っ
と
も
容
易
か

つ
明
白
に
し
て
適
切
な
る
よ
い
税
種
で
あ
る
、
と
し
て
彼
は
こ
れ
を
推
奨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
税
種
の
負
担
は
比
較
的

公
平
な
も
の
で
も
あ
る
と
ペ
テ
ィ
は
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
第
十
五
章
）
。
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三
、
「
租
税
貢
納
論
」
の
タ
イ
ト
ル

　
以
上
は
「
租
税
貢
納
論
」
に
お
け
る
ペ
テ
ィ
の
財
政
、
と
く
に
租
税
に
つ
い
て
の
基
本
的
主
張
を
筆
者
が
整
理
し
、
要
約
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
で
あ
る
ペ
テ
ィ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
な
租
税
や
、
貨
幣
の
改
鋳
、
そ
の
他
の
公
共
収
入
手
段
の
一

々
に
つ
い
て
、
そ
の
現
状
と
改
善
策
と
を
、
時
に
は
岐
路
に
ま
で
た
ち
入
っ
て
詳
細
な
る
論
述
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
し
か
も
、
そ

の
論
述
な
い
し
改
善
策
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
究
極
に
お
い
て
は
富
国
強
兵
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ペ
ア
ィ
に
限
ら
ず
、
当
時
に
お
け
る

重
商
主
義
的
、
ま
た
カ
メ
ラ
学
的
文
献

に
は
一
般
に
政
策
提
唱
的
色
彩
の
濃
厚

な
も
の
が
お
お
い
。
そ
し
て
、
そ
の
提

唱
す
る
政
策
は
、
単
に
本
題
に
と
っ
て

本
質
的
か
つ
基
本
的
な
る
も
の
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
政
策
提
案
の
た
め
の
議
論

は
時
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
岐
路
に
ふ
み

こ
み
、
そ
の
結
果
、
本
題
か
ら
み
て
、

き
わ
め
て
従
属
的
意
味
し
か
も
た
な
い

多
く
の
政
策
も
ま
た
提
案
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
ふ
つ
う
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
に
は
、
そ

の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
諸
提
案
の
梗
概

が
示
さ
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
か
く
て
そ
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ

は
、
そ
の
書
物
で
の
諸
議
論
や
諸
提
案
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の
特
徴
を
も
っ
と
も
簡
明
に
、
か
つ
視
覚
的
に
示
す
も
の
と
し
て
ま
こ
と
に
興
味
ふ
か
い
も
の
が
あ
る
。

　
ペ
テ
ィ
の
「
租
税
貢
納
編
」
の
タ
イ
ト
ル
は
前
ぺ
ー
ジ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
第
四
節
　
マ
レ
シ
ャ
ル
・
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
財
政
思
想

　
一
、
ヴ
ォ
ー
ー
・
バ
ン
元
師
と
そ
の
時
代

　
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
一
六
三
三
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
貧
し
い
山
地
の
小
貴
族
の
子
と
し
て
生
を
享
け
た
。
彼
は
ラ
ラ
ン
ス
絶
対
主
義
の
光

輝
に
つ
つ
ま
れ
た
太
陽
王
ル
イ
十
四
世
（
一
六
三
八
Ｉ
一
七
一
五
年
）
の
も
と
で
一
七
〇
三
年
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
七
〇
歳
の
時
に
遂

に
元
師
に
ま
で
昇
進
し
た
幸
運
か
つ
多
才
な
る
軍
人
で
あ
っ
た
。
築
城
術
に
か
け
て
は
当
代
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て

い
る
。

　
当
時
の
才
気
あ
る
一
流
の
職
業
人
に
時
お
り
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
経
済
学
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
彼
と
ペ
テ
ィ
と
は
お

な
じ
境
遇
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
経
済
学
者
と
し
て
の
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
、
ペ
テ
ィ
と
お
な
じ
く
結
論
を
数
字
的
事
実

に
も
と
づ
か
し
め
よ
う
と
す
る
科
学
的
思
考
方
法
を
と
り
入
れ
た
人
物
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
経
済
思
想
家
と
し
て
の
ヴ

ォ
ー
バ
ン
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
い
わ
ゆ
る
コ
ル
ベ
ー
ル
的
な
絶
対
主
義
国
家
の
富
国
強
兵
政
策
の
支
持
者
で
あ
る
。
彼
は
国
民
は

国
王
の
宝
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
国
王
と
国
民
と
の
利
害
の
一
体
感
を
も
ち
、
か
つ
国
家
の
統
一
性
や
国
家
内
に
お
け
る
人
的
・
地

域
的
平
等
に
気
を
配
る
人
物
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
た
と
え
ば
、
彼
は
貿
易
差
益
に
も
と
づ
く
金
銀
の
流
入
が
富
国
の
一
基
本
で
あ

る
と
考
え
る
立
場
か
ら
富
国
強
兵
を
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
今
日
で
は
ふ
つ
う
彼
は
フ
ラ
ン
ス
重
商
主
義
者

の
う
ち
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
前
世
紀
ま
で
は
、
時
と
し
て
彼
を
も
っ
て
自
由
貿
易
論
の
先
駆
者
と
か
、
フ
ラ
ン
ス
重
農
主
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義
の
先
駆
者
と
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
後
の
論
述
か
ら
そ
の
一
部
は
あ
き
ら
か
と
な
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
こ
う
考
え
る
こ
と

に
は
若
干
の
無
理
が
と
も
な
う
よ
う
で
あ
る
。
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.

　
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
と
し
て
、
た
し
か
に
一
方
で
は
人
口
の
増
大
を
も
っ
て
富
国
の
基
礎
と
み
な
し
、
こ
れ
を

歓
迎
す
る
息
向
を
も
っ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
同
時
に
、
低
い
階
層
へ
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
、
社
会
政
策
的
思
想
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
彼
自
身
が
旧
支
配
者
層
に
属
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
般
市
民
階
層
、
な
い
し
は
被
支
配
者
層
の
利
害
代
表
と
し
て
の
側
面
を
つ
よ
く
も
つ
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。
こ
れ
は
彼
が
田
舎
の
小
貴
族
の
子
と
し
て
、
下
層
大
衆
、
彼
自
身
の
い
う
m
e
n
u

p
e
u
p
l
e
の
窮
乏
生
活
を
つ
ぶ
さ
に
見
聞

す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
生
い
た
ち
と
若
干
関
係
の
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　
ル
イ
十
四
世
統
治
下
の
絶
対
主
義
国
家
フ
ラ
ン
ス
は
、
彼
の
治
世
の
最
後
の
年
代
に
い
た
っ
て
も
な
お
、
た
し
か
に
外
面
的
に
は

輝
か
し
く
は
み
え
た
。
し
か
し
国
王
を
と
り
ま
く
貴
族
や
聖
職
者
の
ほ
か
、
高
級
軍
人
、
官
僚
、
財
政
家
、
地
主
と
い
う
よ
う
な
、

さ
ま
ざ
ま
な
旧
特
権
階
層
の
腐
敗
は
か
な
り
の
程
度
す
す
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
打
ち
つ
づ
く
戦
争
に
と
も
な
っ

て
フ
ラ
ン
ス
国
土
は
経
済
的
に
荒
廃
し
、
一
般
国
民
は
困
窮
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
財
政
の
側
面
か
ら
み
る
と
次
の
よ
う
に
云
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
宰
相
で
あ
り
フ
ラ
ン
ス
の
偉
大
な
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
コ
ル
ベ
ー
ル
の
死
（
一
六
八
三
年
）
を
も
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
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で
は
健
全
な
る
財
政
運
営
と
い
う
も
の
は
全
く
影
を
ひ
そ
め
る
に
い
た
っ
た
。
不
断
に
増
大
す
る
国
家
経
費
の
充
足
の
た
め
に
、
増

税
、
新
税
の
創
設
、
鋳
貨
の
改
悪
、
果
て
は
特
権
の
取
引
や
ら
官
職
の
創
設
と
売
却
な
ど
、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
歳
入
増
加
策
が

次
々
と
打
ち
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
も
っ
て
し
て
も
到
底
増
加
す
る
歳
出
に
見
あ
う
程
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
理
の
当
然
と
し
て
国
家
の
借
入
が
増
大
し
、
し
か
も
借
入
金
の
元
利
の
一
部
破
棄
（
部
分
的
国
家
破
産
）
さ
え
も
お
こ
な
わ
れ
る

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
主
と
し
て
徴
税
請
負
制
度
に
よ
る
徴
収
に
も
と
づ
く
間
接
税
を
中
心
と
し
た
租
税
体
系
が
採
用
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
て
こ
の
方
式
は
時
と
と
も
に
収
税
能
率
を
低
下
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
徴
税
請
負
人
に
致
富
の
機
会
を
提
供
す

る
度
合
が
ョ
リ
大
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
租
税
負
担
の
地
域
に
よ
る
、
ま
た
身
分
や
職
業
に
よ
る
不
平
等
は
拡
大
し
て
ゆ
く
一
方
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
お
お
む
ね
特
権
的
支
配
者
層
に
は
軽
く
、
平
民
層
、
と
く
に
農
村
地
帯
の
下
層
農
民
に
重
い
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
逆
進
性
を
も
つ
負
担
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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フ
ラ
ン
ス
の
旧
体
制
下
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
現
実
の
矛
盾
に
た
い
し
て
ヴ
ォ
ｌ
バ
ン
は
目
を
そ
む
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
既
述
の
よ
う
に
社
会
思
想
家
と
し
て
彼
は
、
一
般
国
民
、
と
く
に
国
の
経
済
的
繁
栄
の
土
台
を
担
う
べ
き
下
層
の

農
工
面
の
人
た
ち
の
経
済
的
困
難
を
、
ま
ず
救
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
つ
と
に
み
と
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
考
え
る
。
こ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
は
フ
ラ
ン
ス
絶
対
主
義
国
家
を
経
済
的
に
支
え
て
い
る
公
共
収
入
制
度
や

租
税
政
策
を
率
直
に
批
判
し
、
改
革
す
る
こ
と
か
ら
手
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
負
担
を
合

理
化
し
、
か
つ
軽
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
れ
ら
の
力
を
フ
ラ
ン
ス
経
済
の
発
展
の
方
向
に
む
け
る
所
以
で

も
あ
る
。
同
時
に
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
彼
は
、
富
国
強
兵
政
策
の
推
進
者
で
あ
る
ル
イ
十
四
世
の
た
め
に
確
実
に
し

て
充
分
な
る
公
共
収
入
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
と
も
考
え
た
。
こ
の
両
者
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
方
策
を
、
そ
の
基
本
的
原
理
に
ま

で
た
ち
か
え
っ
て
、
あ
く
ま
で
合
理
的
、
体
系
的
に
考
察
し
、
し
か
も
現
実
的
な
提
案
を
も
彼
は
な
そ
う
と
志
し
た
。

　
か
か
る
構
想
は
、
ヴ
ォ
ー
バ
ン
に
あ
っ
て
は
、
す
で
に
一
六
八
〇
年
代
に
め
ば
え
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
六
九
〇
年

代
、
一
七
〇
〇
年
代
と
こ
れ
を
温
め
、
体
系
化
の
た
め
の
思
索
を
つ
づ
け
、
遂
に
彼
の
死
去
の
年
で
あ
る
一
七
〇
七
年
に
「
王
国
十

分
の
一
税
の
草
案
」
と
し
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
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一
一
、
一
王
国
十
分
の
一
税
の
草
案
」
の
概
要

　
書
名
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
王
国
十
分
の
一
税
の
草
案
」
は
、
財
政
政
策
に
つ
い
て
現
実
的
な
提
案
を
し
て
い
る
書
物

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
八
世
紀
は
じ
め
の
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
収
入
制
度
の
欠
陥
を
批
判
し
、
整
理
を
こ
こ
ろ
み
た
上
で
、
こ
れ
を

合
理
的
な
租
税
体
系
に
か
え
る
こ
と
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
二
八
ｌ
三
八
ぺ
ー
ジ
）
。

　
本
書
に
お
け
る
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
方
法
論
の
特
徴
的
な
と
こ
ろ
は
、
ま
ず
基
本
的
か
つ
原
理
的
な
公
準
を
も
と
め
る
こ
と
か
ら
議
論

を
出
発
さ
せ
て
い
る
点
に
存
す
る
（
二
三
ｌ
二
四
ぺ
ー
ジ
）
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
次
の
事
項
は
な
ん
ら
の
証
明
を
も
要
し
な
い
ほ
ど
確
乎
と
し
た
公
準
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
臣
民
が
生
活

し
て
ゆ
く
た
め
に
は
国
家
の
保
護
は
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
国
の
支
配
者
は
臣
民
か
ら
の
貨
幣
の

拠
出
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
存
立
が
可
能
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
臣
民
の
保
護
を
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ

ば
ヴ
ォ
ｌ
バ
ン
は
、
国
家
と
国
民
と
の
間
に
は
保
険
理
論
的
な
給
付
対
反
対
給
付
の
関
係
が
存
存
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
自
己
の
資
産
な
い
し
経
済
力
が
大
と
な
る
の
に
相
応
し
て
、
国
民
は
ヨ
リ
大
な
る
保
護
の
利
益
を
国
家
か
ら
う
け
て

い
る
、
と
ヴ
ォ
ー
べ
ン
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
　
ｉ
　
ｌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｄ

　
し
た
が
っ
て
「
第
一
に
、
各
自
の
収
入
な
い
し
は
活
動
（
R
e
v
e
n
u

o
u
I
n
d
S
t
l
）
に
比
例
し
て
貢
納
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る

層
の
臣
民
に
と
っ
て
当
然
の
義
務
で
あ
り
、
誰
も
が
尤
も
な
理
由
を
つ
け
て
こ
れ
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
二
四
ぺ
ー
ジ
）
。
換

言
す
れ
ば
、
租
税
負
担
も
ま
た
保
険
理
論
的
立
場
か
ら
国
民
各
層
に
配
分
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
課
税
の
根
拠
と
租
税
負
担
の
配
分
に
お
け
る
普
遍
性
、
と
く
に
公
平
性
と
を
、
租
税
原
則
論
で
い
う
利
益
説
と
給

付
能
力
説
と
を
折
衷
し
た
よ
う
な
立
場
か
ら
説
明
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
か
く
し
て
、
ヴ
ォ
ー
バ
ン
に
と
っ
て
は
「
第
二
に
、
臣
民
に
租
税
を
負
担
さ
す
べ
き
根
拠
と
し
て
は
、
た
だ
国
の
臣
民
で
あ
る
と

い
う
事
実
の
み
で
充
分
だ
」
（
二
四
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
民
で
あ
る
以
上
、
そ
の
身
分
の
上
下
に
か
か
わ
り
な
く
（
垂

直
的
公
平
）
、
ま
た
そ
の
居
住
地
域
に
も
か
か
わ
り
な
く
（
水
平
的
公
平
）
、
す
べ
て
が
普
遍
的
に
、
平
等
に
租
税
の
負
担
を
な
す
べ
き

だ
、
と
彼
は
考
え
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
第
三
に
、
貢
納
を
免
れ
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
特
権
は
不
正
で
あ
り
、
ま
た
権
利
の
濫
用
で
も
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
特
権
は
公
衆
の
利
益
に
反
し
て
優
先
さ
せ
え
な
い
し
優
先
さ
す
べ
き
で
は
な
い
」
（
二
四
ぺ
ー
ジ
）
と
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
高
ら

か
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
租
税
理
論
的
立
場
か
ら
、
ヴ
ォ
し
ハ
ン
は
理
路
整
然
た
る
説
得
力
を
も
っ
て
、
混
乱
し
て
い
る
現
実
の
公
共
収
入
制

度
を
批
判
し
、
か
つ
こ
れ
を
整
理
す
る
こ
と
を
具
体
的
に
提
唱
す
る
。

　
彼
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
た
い
し
て
一
様
に
、
か
つ
公
平
に
課
税
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
を
圧
迫
す
る
こ
と
の
最
も
す
く
な

い
合
理
的
な
租
税
体
系
を
構
想
す
る
。
こ
の
租
税
体
系
は
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
経
常
的
な
支
出
を
公
置
収
入
な
し
で
調
達
で

き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
臨
時
的
、
緊
急
的
な
支
出
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
さ
え
も
、
そ
れ
に
見
合
う
だ
け

の
確
実
に
し
て
充
分
な
る
公
共
収
入
を
確
保
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
三
、
一
二
八
ぺ
ー
ジ
）
。
こ
の
租
税
体
系
は
、

公
債
償
還
を
さ
え
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
民
大
衆
の
負
担
を
合
理
化
し
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
て
国
民

経
済
の
発
展
を
も
期
待
し
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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か
か
る
諸
要
請
を
充
足
さ
す
べ
き
合
理
的
租
税
体
系
の
中
心
に
位
置
す
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
う
「
十
分
の
一
税
」

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
名
称
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
従
来
よ
り
存
続
し
て
い
た
「
教
会
十
分
の
一
税
」
を
国
家
の
レ
ベ

ル
に
ま
で
拡
大
し
て
導
入
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
（
一
一
ぺ
ー
ジ
）
、
ま
た
こ
れ
は
収
益
税
の
性
格
を
強
く
も
っ
て
は
い
る
が
、

「
一
言
で
い
え
ば
近
代
的
個
人
所
得
税
の
原
型
」
（
オ
ン
ケ
ン
、
前
掲
書
、
二
五
五
ペ
ー
ジ
）
で
も
あ
る
。

　
概
括
す
れ
ば
、
こ
の
租
税
は
フ
ラ
ン
ス
の
す
べ
て
の
地
方
や
あ
ら
ゆ
る
階
層
、
職
業
の
人
た
ち
の
所
得
な
い
し
収
益
に
た
い
し

て
、
原
則
的
に
そ
の
十
分
の
一
（
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
課
税
を
も
っ
て
最
高
限
度
と
す
る
人
税
で
あ
り
、
直
接
税
で
あ
る
。
た
だ
し

平
常
時
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
そ
の
半
分
、
す
な
わ
ち
、
二
〇
分
の
一
（
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
税
率
で
も
っ
て
、
一
応
は
充
分
な
る
収

入
が
国
王
に
期
待
さ
れ
る
も
の
と
、
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
計
算
し
て
い
た
（
三
八
－
三
九
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
「
十
分
の
一
税
」
の
課
税
対
象
と
な
る
も
の
は
、
第
一
に
農
業
な
い
し
土
地
か
ら
の
収
入
で
あ
る
（
四
〇
－
六
五
ペ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
部
分
の
「
十
分
の
一
税
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
も
っ
と
も
典
型
的
に
「
教
会
十
分
の
一
税
」
を
ひ
き
つ
い
だ
も
の

で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
こ
れ
は
総
収
穫
量
を
基
準
と
し
、
原
則
的
に
は
現
物
徴
収
の
形
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
徴
収
方
法
と
し
て
は
旧
来
の
い
わ
ゆ

る
徴
税
請
負
方
式
の
改
良
型
、
す
な
わ
ち
、
マ
ン
の
い
う
「
徴
税
請
負
人
た
ち
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ｌ
」
（
マ
ン
、
前
掲
M
a
r
s
c
h
a
l
l

V
a
u
b
a
n
｡

S
.
2
0
3
･
）
に
一
括
割
当
て
る
こ
と
を
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
考
え
て
い
た
（
五
六
ぺ
ー
ジ
）
。

　
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
計
算
に
よ
る
と
、
こ
の
部
分
の
「
十
分
の
一
税
」
の
収
入
の
み
に
よ
っ
て
平
時
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
全
公
共
収

入
の
お
よ
そ
半
分
程
度
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
勘
定
で
あ
っ
た
（
六
五
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
『
十
分
の
一
税
」
の
第
二
の
課
税
対
象
は
、
非
農
業
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
や
職
業
の
人
々
、
た
と
え
ば
、
貴
族
、
僧
侶
、
軍
人
、
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官
僚
、
府
工
業
者
、
労
働
者
な
ど
の
収
入
な
い
し
収
益
で
あ
る
（
六
六
ｌ
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
）
。
こ
れ
ら
の
収
入
の
う
ち
、
物
的
性
格
を

も
つ
も
の
（
た
と
え
ば
、
水
車
、
製
粉
所
な
ど
か
ら
の
収
入
）
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
総
収
入
が
課
税
の
対
象
と
な
る
。
（
俸
給
、
賃
銀
な

ど
）
人
的
性
格
を
も
っ
た
収
入
は
、
一
応
、
純
収
入
が
課
税
の
基
準
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
も
ち
ろ
ん
、
貨
幣
に

よ
る
納
税
が
原
則
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
徴
税
方
法
と
し
て
は
徴
税
請
負
制
度
に
よ
ら
ず
、
官
吏
組
合
と
か
、
商
業
会
議
所
や
同
業

組
合
な
ど
に
税
の
配
分
と
徴
収
と
を
委
任
す
る
方
法
を
、
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
選
択
し
て
い
る
。

　
第
二
の
「
十
分
の
一
税
」
の
課
税
対
象
の
う
ち
、
低
所
得
の
手
工
業
者
や
賃
労
働
者
の
収
入
な
い
し
賃
金
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ォ
ー

バ
ン
は
、
た
と
え
ば
家
族
の
状
況
な
ど
を
も
考
慮
し
た
上
で
、
純
所
得
を
課
税
の
基
準
と
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
し
か
も
、
か

れ
ら
に
た
い
す
る
「
十
分
の
一
税
」
の
平
常
時
の
税
率
を
三
〇
分
の
一
（
三
・
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
臨
時
、
緊
急
時
に
お
い
て
も
十

五
分
の
一
（
六
・
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
超
え
な
い
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
九
三
ペ
ー
ジ
）
。

　
こ
の
よ
う
な
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
税
率
上
の
配
慮
は
、
彼
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
比
例
所
得
税
の
導
入
で
は
な
い
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
一
種
の
累
進
所
得
税
、
ヨ
リ
正
確
に
は
累
退
所
得
税
の
萌
芽
と
な
る
べ
き
も
の
の
導
入
を
構
想

し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
上
述
し
た
ニ
グ
ル
ー
プ
の
課
税
対
象
を
も
つ
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
十
分
の
一
税
」
の
提
案
に
は
、
次
の
二
つ
の
特

色
が
み
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
そ
の
第
一
は
、
「
十
分
の
一
税
」
に
お
け
る
農
業
所
得
と
非
農
業
所
得
と
の
課
税
上
の
取
扱
い
に
非
常
な
不
公
平
が
存
在
す
る
こ

と
で
あ
る
。
農
業
所
得
は
粗
収
入
に
税
率
が
か
け
合
わ
さ
れ
る
方
式
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
非
農
業
収
入
は
純
収
入
に
税
率
が
か
け

合
わ
さ
れ
る
こ
と
も
お
お
い
。
ま
た
低
所
得
の
非
農
業
者
に
は
軽
減
税
率
の
特
典
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
お
お
い
の
に
反
し
、
農
業
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者
に
は
こ
の
よ
う
な
特
典
は
な
い
。
し
か
も
、
第
二
の
「
十
分
の
一
税
」
か
ら
期
待
さ
れ
る
収
入
は
第
一
の
も
の
の
お
よ
そ
四
分
の

一
で
あ
る
。
か
か
る
点
か
ら
み
る
と
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
「
十
分
の
一
税
」
の
提
案
は
、
全
国
民
の
平
等
な
る
課
税
を
構
想
し
な
が
ら
、

現
実
に
は
逆
に
中
小
農
民
へ
の
重
課
と
い
う
構
造
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
第
二
は
、
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
十
分
の
一
税
」
の
提
案
は
、
時
と
し
て
誤
解
さ
れ
て
来
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
単
税

論
の
主
張
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
ヴ
ォ
し
ハ
ン
の
「
王
国
十
分
の
一
税
」
は
、
第
一
の
収
入

種
類
の
「
十
分
の
一
税
」
と
類
似
の
性
格
を
も
つ
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
重
農
主
義
者
た
ち
の
主
張
す
る
土
地
単
税
論

と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
財
源
調
達
手
段
と
し
て
、
旧
来
の
す
べ
て
の
税

種
に
と
っ
て
か
わ
る
唯
一
つ
の
租
税
の
提
案
と
い
う
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
十
分
の
一
税
」
を
も
っ
て
合

理
的
な
租
税
体
系
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
す
る
、
き
わ
め
て
控
え
目
な
主
張
を
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
な
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
税
種
か
ら
期
待
さ
れ
る
税
収
の
増
加
に
よ
っ
て
、
既
存
の
お
お
く
の
不
合
理
な
租
税
を
廃
止
ま
た
は
軽
減
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
も
っ
て
租
税
制
度
全
般
（
な
い
し
公
共
収
入
制
度
全
般
）
の
合
理
化
の
手
が
か
り
と
し
よ
う
と
意
図

し
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
第
一
、
第
二
の
種
類
の
「
十
分
の
一
税
」
の
ほ
か
、
他
の
二
つ
の
旧
税
な
い
し
旧
公
共
収
入
グ
ル
ー
プ
を
修

正
し
た
上
で
補
完
的
に
配
し
て
い
る
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
租
税
体
系
論
（
公
共
収
入
体
系
論
）
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
第
一
の
も
の
は
塩
税
で
あ
る
（
一
〇
一
ｌ
一
一
一
ぺ
ー
ジ
）
。
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
塩
税
の
地
域
な
ど
に
よ
る
減
免
税
措
置
を
廃
し
、

か
つ
税
率
引
下
げ
の
意
図
を
も
っ
て
塩
の
専
売
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
庶
民
の
生
活
必
需
品
で
あ
る
塩
の
価
格
を
大
巾
に
引
下
げ
た

上
で
、
し
か
も
相
当
多
額
の
収
入
増
加
を
見
込
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
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第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
公
共
収
入
は
、
さ
ら
に
次
の
三
つ
の
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
は
官
有
地
や
官

有
林
、
郵
便
お
よ
び
（
高
権
に
も
と
づ
く
収
入
で
あ
る
）
レ
ガ
リ
エ
ン
な
ど
の
諸
収
入
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
輸
出
入
関
税
か
ら
の

収
入
、
第
三
の
も
の
は
旧
来
の
雑
多
な
る
消
費
税
を
廃
止
し
た
上
で
の
、
奢
侈
的
消
費
に
た
い
す
る
い
わ
ば
刑
罰
的
課
税
、
お
よ
び

飲
屋
で
の
酒
税
で
あ
る
（
一
一
二
ｌ
一
一
六
ぺ
ー
ジ
）
。

　
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
「
十
分
の
一
税
」
を
中
心
に
、
こ
れ
に
上
述
し
た
改
善
さ
れ
た
諸
収
入
種
類
を
配
す
る
租
税
体
系
、
な
い
し
公
共

収
入
体
系
を
も
っ
て
、
現
実
の
租
税
制
度
な
い
し
公
共
収
入
制
度
と
す
べ
く
構
想
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
幻
　
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
公
共
収
入
体
系
の
説
明
は
、
マ
ン
、
前
掲
だ
［
a
r
s
c
h
a
l
l

V
a
u
b
a
n
｡S
.
1
8
7
-
2
1
8
.
に
負
う
と
こ
ろ
が
お
お
き
い
。

　
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
税
制
改
革
論
、
な
い
し
は
公
共
収
入
制
度
改
革
の
草
案
は
、
理
論
的
に
租
税
原
則
の
あ
り
方
か
ら
説
き
お
こ
す
、

き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
合
理
性
を
も
つ
一
面
、
多
分
に
現
実
的
で
あ
り
、
し
か
も
現
実
妥
協
的
で
さ
え
あ
る
側
面
を
も
も
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
彼
は
、
そ
の
税
制
改
革
の
提
案
に
あ
た
っ
て
漸
進
的
な
実
行
を
望
ん
で
い
る
。
ま
ず
二
、
三
の
地
区
で
彼
の

提
案
を
実
施
し
て
み
て
、
そ
の
成
果
を
検
討
し
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
う
る
こ
と
に
努
め
た
上
で
数
年
の
後
に
は
じ
め
て
こ
れ

を
全
国
的
な
規
模
で
実
施
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
一
三
三
ぺ
ー
ジ
以
下
）
。
ま
た
ヴ
ォ
ー
バ
ン
は
徴
税
に
お
い
て
徴
税

請
負
人
や
商
業
会
議
所
組
織
の
仲
介
を
利
用
す
る
こ
と
を
も
時
と
し
て
構
想
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
現
実
妥
協
的
な
措
置

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
ヴ
ォ
し
ハ
ン
の
租
税
（
な
い
し
公
共
収
入
）
体
系
論
は
、
一
方
的
に
近
代
的
、
市
民
社
会
的
な
租
税
原
則
論
を
基
礎
と
し

た
も
の
で
あ
る
と
は
い
い
切
れ
な
い
。
旧
い
性
格
を
も
、
い
ま
だ
多
分
に
保
持
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
ヴ
ォ
ー
バ
ン
の
租
税
体
系
論
（
な
い
し
公
共
収
入
体
系
論
）
は
、
決
し
て
身
分
社
会
を
基
礎
と
す
る
旧
体
制
に
迎
合
的
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Ｄ

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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な
い
。

　
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
支
配
的
な
経
済
政
策
的
思
想
で
あ
る
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
的
思
考
の
下
に
あ
っ
て
は
、
せ
い

ぜ
い
間
接
税
（
と
く
に
消
費
税
）
中
心
の
租
税
体
系
こ
そ
が
当
時
の
社
会
的
・
経
済
的
状
況
下
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
公
平
な
る
租
税

体
系
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
直
接
税
に
は
身
分
的
特
権
に
も
と
づ
く
減
免
措
置
が
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
伴
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
も
と
で
ヴ
ォ
ー
バ
ン
が
「
王
国
十
分
の
一
税
の
草
案
」
で
敢
え
て
展
開
し
た
全
国
民
を
網

羅
し
た
直
接
税
中
心
の
公
平
な
る
租
税
体
系
論
の
主
張
に
は
、
た
と
い
同
種
の
提
案
の
先
例
が
あ
る
に
せ
よ
、
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ

ム
的
思
考
を
は
る
か
に
こ
え
た
近
代
性
、
革
新
性
を
も
ま
た
み
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
三
、
「
王
国
十
分
の
一
税
の
草
案
」
の
タ
イ
ト
ル

　
「
王
国
十
分
の
一
税
の
草
案
」
の
内
容
に
こ
れ
以
上
た
ち
入
る
こ
と
な
し
に
、
例
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
物
の
タ
イ
ト
ル
を
再
現
し

て
み
ょ
う
（
前
ぺ
ー
ジ
参
照
）
。
彼
の
税
制
改
革
の
意
図
、
し
た
が
っ
て
本
書
全
巻
の
構
想
は
、
タ
イ
ト
ル
に
数
語
を
〔
　
〕
で
付
加

し
さ
え
す
れ
ば
一
目
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
第
五
節
　
本
稿
の
む
す
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
財
政
・
租
税
思
想
の
共
通
点

　
第
三
節
、
第
四
節
に
お
い
て
、
筆
者
は
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
財
政
・
租
税
思
想
を
、
そ
れ
ぞ

れ
、
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
業
績
に
則
し
て
考
察
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
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お
な
じ
く
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
と
い
っ
て
も
、
国
情
の
ち
が
い
に
よ
り
、
ま
た
時
代
に
よ
り
、
さ
ら
に
は
個
々
人
の
思
想
や
学

殖
の
相
違
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
財
政
や
租
税
に
つ
い
て
の
考
え
方
や
提
案
に
は
、
ま
こ
と
に
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
多
様
さ
に
は
「
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
財
政
論
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
の
一
括
し
た
叙
述
を
ゆ

る
さ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
強
い
て
そ
の
共
通
点
を
取
り
だ
す
こ
と
を
試
み
て
本
稿
の
む
す
び
と
し
よ
う
。

　
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
間
で
ほ
ぼ
一
致
を
み
て
い
る
見
解
は
、
お
お
よ
そ
次
の
諸
点
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、

　
Ｄ
　
か
れ
ら
は
財
政
（
公
共
経
済
と
か
国
家
経
済
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
を
も
っ
て
、
市
民
な
い
し
国
民
の
利
害
を
中
心
に

す
え
る
国
民
経
済
と
は
対
立
す
る
可
能
性
を
も
つ
支
配
者
の
経
済
と
み
な
し
て
は
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
国
民
経
済
的
利
害
を
中
心

に
経
済
学
的
に
理
解
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
絶
対
主
義
国
家
の
国
家
経
済
的
利
害
、
す
な
わ
ち
、
富
国
強
兵
政
策
の
一
部
門

と
し
て
こ
れ
を
考
察
す
る
傾
向
が
つ
よ
い
。

　
、
印
　
か
く
て
国
家
活
動
、
し
た
が
っ
て
国
家
が
そ
の
活
動
の
た
め
に
支
出
す
る
経
費
の
う
ち
に
は
、
富
国
強
兵
に
直
接
役
だ
つ
も

の
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
産
的
経
費
の
増
加
は
時
と
し
て
は
望
ま
し
い
、
と
さ
え
か
れ
ら
は
考
え
て
い
る
。

　
幻
　
当
時
の
王
侯
の
財
政
は
有
産
者
的
財
政
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
租
税
は
あ
く
ま
で
従
属
的
地
位
に
立
つ
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ

た
。
し
か
も
こ
れ
は
、
主
と
し
て
臨
時
、
緊
急
時
の
収
入
手
段
で
あ
る
こ
と
が
お
お
か
っ
た
。
経
常
収
入
と
し
て
の
租
税
や
租
税
体

系
が
で
き
あ
が
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
や
や
後
の
時
期
に
属
す
る
。

　
○
　
ヴ
ォ
ｌ
バ
ン
の
よ
う
な
偉
大
な
例
外
は
あ
る
が
、
お
お
く
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
が
推
奨
す
る
租
税
種
類
は
主
と
し

て
消
費
税
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
が
推
奨
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
を
総
括
す
れ
ば
、
お
お
よ
そ
次
の
四
項
目
と
な
る
で
あ
ろ
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う
。
す
な
わ
ち
、

　
心
　
消
費
税
は
、
直
接
諸
税
の
免
税
特
権
を
も
つ
、
本
来
租
税
負
担
能
力
の
た
か
い
支
配
階
層
を
も
ふ
く
め
、
全
国
民
が
一
様

に
、
知
ら
ず
し
ら
ず
の
内
に
小
額
ず
つ
に
分
け
て
納
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
利
点
を
も
つ
。

　
、
則
　
消
費
課
税
は
あ
る
意
味
で
消
費
を
罰
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
節
約
を
促
進
さ
せ
る
。
直
接
税
を
課
す
場
合
と
は
こ
と

な
っ
て
、
こ
れ
は
人
々
の
勤
勉
や
資
本
の
蓄
積
、
し
た
が
っ
て
経
済
発
展
を
阻
害
す
る
こ
と
が
す
く
な
い
、
と
い
う
利
点
を
も
つ
。

　
、
祠
　
消
費
税
は
課
税
立
法
を
な
す
こ
と
や
、
徴
税
技
術
の
点
で
直
接
税
よ
り
ヨ
リ
容
易
な
場
合
が
お
お
い
。

　
、
ヨ
　
の
み
な
ら
ず
、
も
し
現
実
的
な
消
費
が
本
当
の
ゆ
た
か
さ
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、

消
費
課
税
は
国
民
の
租
税
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
課
税
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
消
費
課
税
の
推
奨
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
四
つ
の
根
拠
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
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