
　
　
　
ホ
ル
ニ
ク
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」

　
　
　
　
　
　
－
－
‐
前
期
官
房
学
の
財
政
思
想
　
帥
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
　
　
田
　
浩
　
太
　
郎

第
一
節
　
前
期
オ
ー
ス
ト
リ
ア
官
房
学
と
ホ
ル
ニ
ク

　
ー
　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
官
房
学
者
の
三
巨
星
」

　
二
　
本
稿
の
テ
ー
マ

第
二
節
　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
の
概
要

　
一
　
「
オ
’
‐
‐
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
の
背
景

　
二
　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
の
意
図

　
三
　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
の
構
成

　
四
　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
に
お
け
る
ホ
ル
ニ
ク
の
財
政
思
想

第
三
節
　
前
期
官
房
学
の
財
政
思
想
の
特
色
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第
一
節
　
前
期
オ
ー
ス
ト
リ
ア
官
房
学
と
ホ
ル
ニ
ク

　
ー
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
官
房
学
者
の
三
巨
星
」

　
周
知
の
よ
う
・
に
、
前
期
官
房
学
の
世
界
に
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
「
ド
イ
ツ
王
侯
国
家
」
一
六
五
六
年
に
代
表
さ
れ
る
、
中
小

領
邦
型
の
学
説
と
並
ん
で
、
大
領
邦
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
背
景
と
す
る
官
房
学
説
が
聳
え
立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
ベ
ッ
ヒ
ァ
ー
’
、
ホ
ル

ニ
ク
、
お
よ
び
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
ゐ
名
が
い
わ
ゆ
る
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
官
房
学
者
の
三
巨
星
」
（
ゲ
ル
シ
ュ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
命
名
）
と
し
て

あ
げ
ら
れ
る
の
が
常
識
で
あ
る
。

　
か
れ
ら
三
人
は
い
ず
れ
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
生
れ
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
か
れ
ら
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
第
二
の
祖
国
と
思
い
さ

だ
め
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
た
め
に
活
躍
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
針
路
に
多
少
と
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
官
房
学
者
で
あ
っ
た
、
と
い

っ
て
よ
い
。
か
く
て
前
期
オ
ー
ス
ト
リ
ア
官
房
学
の
代
表
的
業
績
と
し
て
は
、
か
れ
ら
三
人
の
主
著
を
あ
げ
る
の
が
適
切
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
の
主
著
は
初
版
を
あ
げ
て
お
い
た
。
著
者
た
ち
の
生
没
年
や
氏
名
の
綴
り
万
や
そ
の
発
音
の
仕
万
に
は
若
干
の
異
論
が
あ
る
。

　
　
し
か
し
こ
こ
で
は
、
こ
れ
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
ひ
と
ま
ず
前
進
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
お
も
う
。

三
人
の
官
房
学
者
た
ち
壮
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
著
に
お
い
て
、
三
様
の
官
房
学
説
を
展
開
し
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
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ら
、
こ
れ
ら
三
者
の
間
に
は
、
か
な
り
の
程
度
に
お
い
て
共
通
し
た
特
徴
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
、
諸
学
者
の
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
共
通
特
徴
を
き
わ
め
て
一
般
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
か
れ
ら
は
す
べ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
盟
主
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ド
イ
ツ
人
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
の

自
主
独
立
と
富
国
強
兵
と
を
め
ざ
し
て
、
人
口
の
増
大
と
そ
の
雇
用
の
確
保
、
お
よ
び
、
そ
の
た
め
の
国
内
産
業
と
貿
易
の
積
極
的

な
育
成
を
要
請
す
る
。
か
れ
ら
は
三
人
と
も
、
い
わ
ゆ
る
内
陸
型
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
政
策
の
推
進
論
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

で
は
、
か
れ
ら
の
議
論
は
、
貿
易
政
策
や
植
民
政
策
の
推
進
に
重
点
を
お
く
イ
ギ
リ
ス
流
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
論
と
は
や
や
趣

を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
二
、
本
稿
の
テ
ー
マ

　
さ
て
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
官
房
学
者
の
三
巨
星
」
の
業
績
の
う
ち
、
本
稿
で
は
ホ
ル
ニ
ク
と
そ
の
主
著
の
み
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ

を
前
期
オ
ー
・
ス
ト
リ
ア
官
房
学
の
代
表
と
し
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
し
か
し
、
率
直
に
い
っ
て
、
こ
れ
に
は
若
干
の
躊
躇
が
と
も
な
う
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
義
兄
弟
で
あ
り
、
そ

の
影
響
を
お
お
い
に
受
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
ベ
ッ
ヒ
ア
ー
と
そ
の
著
作
を
と
り
あ
げ
る
方
が
、
著
作
刊
行
の
時
期
が
早
か
っ
た
点

か
ら
い
っ
て
も
、
そ
の
学
問
的
幅
の
広
さ
や
深
さ
、
さ
ら
に
は
人
間
的
面
白
味
の
点
か
ら
み
て
も
、
あ
る
い
は
ョ
リ
適
切
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　
　
ｎ
　
の
み
な
ら
ず
、
ベ
ッ
ヒ
ア
ー
の
主
著
と
ホ
ル
ニ
ク
の
そ
れ
と
の
精
神
的
類
縁
性
、
な
ら
び
に
両
著
作
に
み
ら
れ
る
イ
デ
ー
や
用
語
の
類
似

　
　
　
点
、
さ
ら
に
は
ホ
ル
ニ
ク
の
書
物
が
当
初
匿
名
で
出
版
さ
れ
、
後
に
な
っ
て
も
、
著
者
名
を
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
ｐ
.
　
W
.
　
Ｖ
.
　
Ｈ
.
と
略
記
す
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る
程
度
で
あ
っ
た
事
情
な
ど
も
加
わ
っ
て
、
ホ
ル
ニ
ク
の
主
著
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
も
ま
た
ベ
ッ
ヒ
ァ
ー
の
遺
著
で
は
な
か
っ
た
か

　
　
　
と
す
る
議
論
さ
え
、
な
が
い
間
つ
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
"

A
u
g
u
s
t

U
n
c
k
e
n
｡

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e

d
e
r

N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
｡

L
e
i
p
z
i
g

　
　
　
１
９
０
２
｡
　
　
Ｓ
.
２
３
０
.
お
よ
び
後
掲
、
ス
カ
ー
ル
ヴ
ァ
イ
ト
版
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
、
編
集
者
序
文
、
三
１
四
ぺ
Ｉ
ジ
参
照
。

　
　
　
　
な
お
、
わ
が
国
に
お
い
て
比
較
的
最
近
ベ
ッ
ヒ
ァ
ー
の
主
著
を
紹
介
し
た
も
の
に
上
野
喬
、
ヨ
パ
ン
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ベ
ッ
ヒ
ァ
ー
の
経
済

　
　
　
思
想
に
つ
い
て
Ｉ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
オ
ラ
ン
ダ
共
和
国
ｌ
、
同
氏
著
、
オ
ラ
ン
ダ
初
期
資
本
主
義
研
究
、
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
三

　
　
　
年
、
第
五
章
所
収
、
が
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
あ
え
て
ホ
ル
ニ
ク
の
主
著
を
も
っ
て
、
前
期
オ
ー
ス
ト
リ
ア
官
房
学
の
最
も
代
表
的
な
著
作
と
し
て
と

り
あ
げ
、
こ
れ
を
論
ず
る
こ
と
を
通
し
て
前
期
オ
ー
ス
ト
リ
ア
官
房
学
の
あ
ら
ま
し
の
姿
を
展
望
し
よ
う
と
す
る
筆
者
の
論
拠
に

は
、
お
お
よ
そ
次
の
諸
点
が
あ
る
。

　
幻
　
こ
の
著
作
は
大
領
邦
型
の
富
国
強
兵
政
策
の
綱
領
体
系
を
、
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
で
は
な
く
、
大
衆
に
向
っ
て
力
強
く
訴
え

　
　
　
　
　
　
Ｄだ

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
は
非
常
に
平
明
か
つ
簡
潔
な
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
Ｄ
　
「
彼
の
労
作
は
、
他
の
著
作
家
た
ち
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
も
っ
と
も
体
系
的
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
煽
動
的
と
い
う
点
で
は
も

　
　
　
っ
と
も
有
効
な
も
の
で
あ
る
」
。
L
o
u
i
s
e

S
o
m
m
e
r
｡

D
i
e

o
s
t
e
r
r
e
i
c
h
i
s
c
h
e
n

K
a
m
e
r
a
l
i
s
t
e
n
｡

i
n

d
o
g
m
e
n
g
e
s
c
h
i
c
h
t
l
i
c
h
e
r

　
　
　
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
｡

H
.

T
e
i
l
｡

W
i
e
n

1
9
2
5
｡

S
.

1
4
9
.

　
漸
く
世
に
問
う
こ
と
が
で
き
た
ベ
ッ
ヒ
ァ
ー
の
主
著
の
第
二
版
（
初
版
は
没
収
さ
れ
た
）
F
r
a
n
c
k
f
u
r
t
一
六
七
三
年
は
､
本
文
一
､

二
七
三
ぺ
Ｉ
ジ
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
シ
ュ
サ
・
Ｉ
・
ダ
ー
の
主
著
も
ま
た
、
筆
者
の
所
蔵
す
る
L
e
i
p
z
i
g

u
乱
K
o
n
i
g
s
b
e
r
g
一
七
四

四
年
版
の
本
文
は
四
八
四
ぺ
Ｉ
ジ
に
も
達
し
て
い
る
大
著
で
あ
る
。
し
か
る
に
筆
者
の
所
持
す
る
ホ
ル
ニ
ク
の
主
著
の
K
e
g
e
n
s
p
u
r
g
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一
七
二
七
年
版
は
本
文
わ
ず
か
一
九
八
ぺ
Ｉ
ジ
の
小
冊
子
に
す
ぎ
な
い
。

　
匈
　
こ
の
著
作
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
中
心
と
し
た
当
時
の
国
際
情
勢
を
も
っ
と
も
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
つ
た
え
、
し
か
も
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
そ
の
後
の
国
政
や
経
済
政
策
、
さ
ら
に
は
後
世
の
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
に
非
常
に
お
お
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
。

　
匈
　
こ
の
著
作
は
そ
の
流
行
語
的
標
題
で
も
っ
て
当
時
よ
り
つ
と
に
高
名
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
著
作
の
う
ち
、
も
っ
と
も
お
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｄ

の
版
を
重
ね
、
も
っ
と
も
普
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
幻
　
ホ
ル
ニ
ク
の
個
人
的
経
歴
や
彼
の
諸
著
作
に
つ
い
て
は
従
来
不
明
な
部
分
が
お
お
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
つ
い
て
一
次
資
料
を
く
ま

　
　
　
な
く
調
査
し
た
上
で
、
一
々
こ
れ
を
明
確
に
し
、
も
っ
て
こ
れ
ら
未
知
な
い
し
不
明
確
な
部
分
に
最
終
的
な
結
着
を
あ
た
え
た
か
に
み
え
る

　
　
　
論
文
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ル
シ
ュ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
六
〇
ぺ
Ｉ
ジ
に
も
お
よ
ぶ
次
の
大
論
文
が
こ
れ
で
あ
る
J
r
l
e
i
n
r
i
c
h

L
i
e
r
s
t
e
n
b
e
r
g

 
　

P
h
i
l
i
p
p

W
i
l
h
e
l
m

v
.

H
o
o
:
r
n
i
g
k
｡

m
:

J
a
h
r
b
i
i
c
h
e
r

t
i
i
r

N
a
t
i
o
n
a
l
b
k
o
n
o
m
i
e

u
n
d

S
t
a
t
i
s
t
i
k
｡

1
3
3
.

B
a
n
d
｡

J
e
n
a

1
9
3
0
｡
　
と
し
た
当
時
の
国
際
情
勢
を
も
っ
と
も
ヴ
ィ
ヴ
至
上
論
」
は
初
版
刊
行
以
来
一
〇
〇
年
の
間
に
一
六
の
版
を
重
ね
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
ま
た
、
既
述
の
よ
う
に
、
一
九
四
八
年
に
も
ス
カ
ー
ル
ヴ
ァ
イ
ト
教
授
の
編
集
に
か
か
る
初
版
の
復
刻
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
Ｐ
.
W
.

　
　
　
v
o
n

H
o
:
r
n
i
e
k
｡

C
s
t
e
r
r
e
i
c
h

t
i
b
e
r

a
l
l
e
s
｡

w
a
n
n

e
s

n
u
r

w
i
l
l
｡

1
6
8
4
｡

h
r
s
g
.

v
o
n

A
u
g
u
s
t

S
k
a
l
w
e
i
t
｡

F
r
a
n
k
f
u
r
t

a
m

　
　
　
M
a
m
　
１
９
４
８
｡

　
　
　
　
ゲ
ル
シ
ご
テ
ン
ベ
ル
ク
の
論
述
に
よ
る
と
Ｋ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
ｓ
ｐ
ｕ
ｒ
ｇ
一
七
二
七
年
版
は
、
一
一
版
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
に
お
い
て
は
「
オ

　
　
　
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
こ
の
版
を
利
用
し
、
単
に
章
数
と
ぺ
Ｉ
ジ
数
の
み
を
記
す
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
な
お
出
口
勇
蔵
、
そ
の
意
慾
だ
に
あ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
万
国
を
凌
が
ん
Ｉ
ヘ
ル
ニ
ク
研
究
序
説
―
立
命
館
経
済
学
一
一
巻
、

　
　
　
　
一
・
二
合
併
号
所
収
、
お
よ
び
国
土
経
済
と
バ
ラ
ン
ス
ー
ー
ヘ
ル
ニ
ク
研
究
�
Ｉ
Ｉ
京
都
大
学
経
済
論
叢
、
九
一
巻
五
号
所
収
、
の
二
論
文

　
　
　
は
ホ
ル
ニ
ク
の
主
著
の
慎
重
な
る
内
在
的
紹
介
と
い
う
点
で
価
値
の
高
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
叙
述
も
こ
の
論
文
に
負
う
と



　
　
　
こ
ろ
が
お
お
き
い
。

　
　
　
　
　
　
第
二
節
　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
の
概
要

　
一
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
の
背
景

　
い
わ
ゆ
る
三
〇
年
戦
争
（
一
六
一
八
－
一
六
四
八
年
）
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
王
で
も
あ
っ
た
「
ド
イ
ツ
人
の
神
聖
で
Ｉ
マ
帝
国
」
皇

帝
の
宗
教
政
策
に
起
因
す
る
「
帝
国
」
内
の
新
・
旧
教
徒
の
対
立
、
抗
争
の
様
相
を
も
っ
た
内
乱
で
あ
り
、
同
時
に
ｍ
　
―
　
ａ
ッ
パ
の

国
際
戦
争
と
も
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
戦
争
の
結
果
、
「
帝
国
」
を
構
成
す
る
各
領
邦
の
主
権
は
確
立
さ
れ
、
同
時
に
「
帝
国
」

の
盟
主
で
あ
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
大
領
邦
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
経
済
的
荒
廃
の
極
に
達
し
、
ま
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
「
ド
イ
ツ
人

の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
に
お
け
る
威
光
も
い
ち
ぢ
る
し
く
低
下
し
た
。

　
こ
の
間
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
東
か
ら
は
ト
ル
コ
軍
の
侵
略
の
脅
威
を
絶
え
ず
感
じ
て
い
た
（
た
と
え
ば
、
一
六
八
三
年
に
は
ト
ル
コ
・

ハ
ン
ガ
リ
ー
連
合
軍
に
ょ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
首
都
ウ
ィ
ー
ン
が
包
囲
さ
れ
た
）
。
ま
た
西
か
ら
は
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
超
大
国
と
な
っ
た
フ

ラ
ン
ス
、
「
領
土
を
拡
大
す
る
こ
と
は
、
主
権
者
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
、
も
っ
と
も
気
持
の
ょ
い
仕
事
で
あ
る
」
と
す
る
ル
イ

十
四
世
統
治
下
（
治
世
期
間
一
六
六
一
年
－
一
七
一
五
年
）
の
フ
ラ
ン
ス
の
、
「
ド
イ
ツ
人
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
へ
の
侵
入
と
占
領
と

い
う
強
大
な
圧
力
に
直
面
し
て
い
た
。
し
か
も
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
十
四
世
は
、
こ
の
「
帝
国
」
を
構
成
す
る

領
邦
諸
侯
の
一
人
と
い
う
資
格
で
、
「
帝
国
」
に
た
い
し
発
言
権
さ
え
持
つ
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
簡
単
に

排
除
す
る
だ
け
の
力
は
、
も
は
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
に
み
え
た
。

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
中
心
に
高
級
官
僚
な
い
し
政
治
家
と
し
て
、
そ
の
生
涯
の
大
半
を
送
っ
た
ホ
ル
ニ
ク
は
、
祖
国
の
完
全
な
る
自
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主
独
立
と
、
こ
れ
が
世
界
の
最
強
固
に
な
る
こ
と
と
を
心
か
ら
願
う
愛
医
者
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
お
ち
い

っ
て
い
た
当
時
の
境
遇
に
は
、
坐
視
す
る
に
し
の
び
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
と
に

F
r
a
n
c
o
p
o
l
i
t
a
-
S
c
h
r
i
f
t
e
n
と

称
さ
れ
る
一
連
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
独
立
と
自
由
へ
の
愛
国
的
真
情
を
吐
露
し
て
き
た
ホ
ル
ニ
ク
は
、
さ

ら
に
祖
国
を
窮
状
か
ら
起
も
上
ら
せ
る
た
め
の
意
図
と
方
策
と
を
、
根
本
的
か
つ
具
体
的
に
示
す
べ
く
、
そ
の
主
著
を
公
刊
す
る
こ

と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
幻
　
ホ
ル
ニ
ク
は
二
六
八
二
年
に
次
の
三
種
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
世
に
問
う
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
Ｗ
a
h
r
e
r

B
e
r
i
c
h
t
V
o
n

d
e
m

A
会
l
t
e
n
K
o
:
n
i
g
r
e
i
c
h

A
u
s
t
r
a
s
i
e
n

 
　

W
a
h
r
e
r

B
e
r
i
c
h
tV
o
n

d
e
m

a
l
t
e
nK
o
:
n
i
g
r
e
i
c
h

L
o
t
h
l
i
n
g
e
n
.
:
:

 

W
a
h
r
e
s

F
r
a
n
c
k
r
e
i
c
h

o
d
e
r
B
e
r
i
c
h
t
v
o
n
d
e
m
K
o
:
n
i
g
r
e
i
c
h

G
e
r
m
a
n
i
e
n
.
:
:

：

　
二
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
の
意
図

　
　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
は
序
文
（
六
ぺ
Ｉ
ジ
）
、
本
文
三
三
章
（
一
九
八
ペ
ー
ジ
）
お
よ
び
付
録
（
八
。
ヘ
ー
ジ
）
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
小
型
本
で
文
字
通
り
の
小
冊
子
で
あ
る
。
字
数
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
は
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
主
著
「
ド
イ
ツ
王
侯
国
家
」

初
版
コ
八
五
六
年
の
四
分
の
一
程
度
の
大
き
さ
の
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ホ
ル
ニ
ク
の
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
一
念
発
起
し
て
適
切
な
る
経

済
政
策
を
推
進
し
さ
え
す
れ
ば
、
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
を
も
凌
ぐ
、
世
界
の
最
強
国
に
な
り
う
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
悲
願
を
も

っ
て
書
か
れ
た
警
世
の
書
で
あ
っ
た
。
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　　　　　　　　　　　意欲さえもてば／

　　　　　　　　オーストリアは世界に冠たり

　　　　　　　　　　　　すなわち：

領邦の経済の改善を通して，皇帝の世襲諸領を，いかにして，やが

てヨーロッパの他のすべての国々に冠たらしめ／しかもこれを，∃

－ロッパのいくつもの国国以上に／他国から独立せしむべきかにつ

いての，

　　　　　　　　　　　誠意ある献策

　
こ
の
間
の
事
情
を
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
の
タ
イ
ト
ル
を
し
て
語
ら
せ
て

み
ょ
う
。

　
彼
は
こ
の
書
物
に
お
い
て
、
領
邦
の
独
立
を
確
乎
た
る
も
の
と
し
、
富
裕
の
基

礎
で
あ
る
金
銀
を
増
大
さ
せ
る
た
め
の
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
的
特
色
を
も
つ
マ
ー
カ
ン

テ
ィ
リ
ズ
ム
政
策
、
と
く
に
領
部
内
の
商
工
業
を
盛
ん
に
す
る
政
策
を
具
体
的
に

展
開
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
「
彼
の
著
書
も
経
済
発
展
を
促
進
す
る
た
め
の

…
…
…
フ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
」
の
だ
。

　
　
"
＾
　
　
　
　
J
o
s
e
p
h

A
.

S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
｡

H
i
s
t
o
r
y

o
f

E
c
o
n
o
m
i
c

A
n
a
l
y
s
i
s
｡

N
e
w

　
　
　
Y
o
r
k
｡

1
9
5
4
｡

p
.

2
9
8
.
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
、
東
畑
精
一
訳
、
経
済
分
析
の
歴
史

　
　
　
１
、
岩
波
書
店
　
一
九
五
五
年
、
四
一
三
ぺ
ｌ
・
ジ
。

　
ホ
ル
ニ
ク
に
あ
っ
て
は
、
官
房
学
と
は
、
領
邦
が
確
乎
た
る
意
志
を
も
っ
て

　
「
…
…
領
邦
に
た
い
し
、
人
間
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
と
福
祉
に
つ
な
が
る
も
の

と
の
、
す
べ
て
、
な
い
し
大
部
分
を
、
十
二
分
に
、
し
か
も
他
国
か
ら
独
立
し
て

あ
た
え
、
そ
し
て
領
邦
の
住
民
を
し
て
そ
れ
を
適
切
に
つ
か
う
・
た
め
の
充
分
な
る

自
然
的
能
力
を
備
え
し
め
る
」
（
第
八
章
、
二
三
ペ
ー
ジ
）
よ
う
、
領
邦
の
諸
力
を
、

領
邦
が
管
理
、
指
導
、
後
見
す
る
方
途
に
つ
い
て
研
究
す
る
学
問
と
観
念
し
て
い

た
と
想
像
し
て
よ
い
。
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と
こ
ろ
で
「
わ
れ
わ
れ
が
設
定
し
た
領
邦
の
経
済
的
目
標
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
人
間
の
生
存
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
す
べ

て
の
財
貨
に
は
二
様
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
財
貨
そ
れ
自
体
と
、
そ
の
財
貨
の
適
正
な
る
育
成
、
調
達
、
使
用
と
で
あ
る
。

前
者
は
自
然
の
み
に
依
存
し
、
…
…
後
者
は
二
部
は
自
然
に
、
…
…
一
部
は
人
間
の
意
志
に
依
存
し
て
い
る
」
（
第
ハ
章
、
二
三
ぺ
ｌ

ジ
）
、
と
ホ
ル
ニ
ク
は
い
う
・
。

　
す
な
わ
ち
、
ホ
ル
ニ
ク
に
ょ
れ
ば
、
生
活
用
品
に
は
自
然
的
財
貨
と
、
い
わ
ば
加
工
し
た
上
で
消
費
す
る
こ
と
に
な
る
財
貨
、
そ

れ
ゆ
え
に
人
間
の
意
志
が
作
用
し
、
領
邦
が
育
成
す
べ
き
財
貨
と
が
あ
る
、
と
い
う
・
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
財
貨
の
分
類
に
つ
い
て
の
思
考
を
出
発
点
と
し
て
、
ホ
ル
ニ
ク
は
、
そ
の
意
欲
を
も
っ
て
～
－
１
換
言
す
れ

ば
、
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
的
政
策
意
図
を
も
っ
て
ー
大
領
邦
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
、
財
貨
自
体
（
金
銀
貨
と
一
般
財
貨
）
、
原
料
生
産

と
製
品
生
産
、
商
業
と
工
業
、
と
の
適
正
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
つ
つ
、
そ
の
経
済
発
展
を
促
し
、
も
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
経
済
的

に
自
立
さ
せ
、
世
界
に
冠
た
る
も
の
た
ら
し
め
る
べ
き
政
策
の
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
わ
げ
で
あ
る
（
第
ハ
章
）
。

　
ホ
ル
ニ
ク
の
主
著
の
意
図
に
は
ま
こ
と
に
一
目
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
ホ
ル
ニ
ク
は
、
他
の
カ
メ
ラ
リ
ス
ト

だ
ち
と
は
異
っ
て
、
官
房
学
を
決
し
て
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
論
じ
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
狭
い

範
囲
の
学
識
者
に
向
け
て
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
を
世
に
問
う
だ
の
で
は
な
い
。
政
策
家
な
い
し
は
国
土
と
し
て
、
や
む
に
や

ま
れ
ぬ
憂
国
の
至
情
を
も
っ
て
、
国
王
お
よ
び
一
般
大
衆
に
向
か
っ
て
、
非
常
に
簡
明
な
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
化
策
と
も
い
う
・
べ

き
も
の
を
献
策
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
ス
カ
ー
ル
ヴ
ァ
イ
ト
編
、
前
掲
書
、
編
集
者
序
文
、
七
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
ホ
ル
ニ
ク
は
、
官
房
学
者
た
ち
が
ふ
つ
う
、
か
れ
ら
の
政
策
の
究
極
目
標
と
し
て
い
る
「
共
同
の
至
善
、
至
福
、
福

祉
」
、
な
い
し
は
臣
民
の
生
業
（
産
業
）
活
動
一
般
ツ
Ｆ
ｒ
呂
叫
の
確
保
、
と
い
う
よ
う
な
、
や
や
中
世
的
な
抽
象
的
概
念
に
は
重
き
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を
お
い
て
い
な
い
。
具
体
的
な
、
や
や
近
世
的
な
「
富
国
強
兵
」
政
策
、
な
い
し
は
商
工
業
図
自
民
祠
｛
日
ａ
ロ
乱
C
o
m
m
e
r
c
i
e
n
"

�

領
邦
経
済
L
a
n
d
s
日
O
e
c
o
n
o
m
i
e
の
発
展
政
策
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
三
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
の
構
成

　
さ
て
、
主
著
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
に
お
け
る
ホ
ル
ニ
ク
の
経
済
政
策
的
主
張
を
、
可
能
な
限
り
彼
の
著
作
を
し
て
語
ら
し

め
る
方
法
を
も
っ
て
紹
介
し
て
み
ょ
う
。

　
ホ
ル
ニ
ク
は
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
世
界
に
冠
た
り
」
ｏ
e
s
t
e
r
r
e
i
c
h

i
i
b
e
ra
l
l
e
s
と
い
う
テ
ー
マ
の
含
意
の
解
明
か
ら
、
全
議

論
を
出
発
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
」
と
は
二
体
ど
こ
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
・
か
。
ま
た
具
体
的
に
如
何
な
る
優

越
性
を
も
っ
て
「
世
界
に
冠
た
り
」
と
彼
が
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
ホ
ル
ニ
ク
は
、
ま
ず
明
ら
か
に
す
る

の
で
あ
る
。

　
彼
が
ま
さ
に
万
国
に
冠
た
ら
し
め
る
べ
き
方
策
を
練
っ
た
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
」
と
は
、
彼
に
と
っ
て
は
単
に
ド
ナ
ウ
河
両
岸
に
ま

た
が
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
領
に
狭
く
眼
定
さ
れ
た
版
図
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
が
中
核
と
な
る
に
し

て
も
「
〔
神
聖
〕
ロ
ー
マ
帝
国
の
内
外
の
世
襲
王
領
地
や
諸
領
邦
、
し
た
が
っ
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
も
ふ
く
む
、
ド
イ
ッ
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
皇
族
領
地
の
す
べ
て
を
意
味
す
る
」
（
第
一
章
、
二
ぺ
Ｉ
ジ
）
広
大
な
る
版
図
を
も
っ
て
、
ホ
ル
ニ
ク
は
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
」
と
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ホ
ル
ニ
ク
は
、
パ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
領
有
、
支
配
を
中
心
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
版
図
を
考
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
常
に
広
大
な
地
域
に
わ
た
る
と
こ
ろ
を
、
本
来
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
観
念
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
万
国
に
冠
た
り
」
と
ホ
ル
ニ
ク
が
い
う
と
き
、
そ
れ
は
ま
ず
、
「
実
際
に
目
の
前
に
あ
る
に
せ
よ
、
潜
在
的
で
あ
る
に
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せ
よ
、
人
間
の
生
活
必
需
品
や
便
宜
品
の
他
国
民
か
ら
独
立
し
て
の
豊
富
さ
、
と
く
に
金
・
銀
貨
の
形
で
の
豊
富
さ
」
（
第
一
章
、
二

ペ
ー
ジ
）
を
も
っ
て
優
越
と
考
え
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
ホ
ル
ニ
ク
が
領
邦
の
自
主
独
立
、
と
く
に
経
済
的
自
立
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ

う
。
さ
ら
に
、
彼
は
領
邦
の
現
実
的
お
よ
び
潜
在
的
な
経
済
力
の
豊
富
さ
に
も
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
表
現
す
る
も
の

と
し
て
の
領
邦
臣
民
の
生
活
の
物
質
的
豊
か
さ
、
金
・
銀
貨
保
有
の
豊
富
さ
に
目
を
む
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
注
意
す
べ
き
は
、
ホ
ル
ニ
ク
が
富
国
を
考
え
、
強
兵
を
目
ざ
す
場
合
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
隣
国
と
の
比
較
上

の
相
対
的
優
位
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
（
第
七
章
、
二
〇
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

　
さ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
か
か
る
意
味
に
お
け
る
優
位
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
次
の
二
つ
の
事
項
に
つ
い
て
と
く
に
気
に
と
め

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
、
と
ホ
ル
ニ
ク
は
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
そ
の
第
一
は
、
領
邦
の
自
立
と
優
位
と
を
確
保
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
よ
き
先
導
者
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
状

で
は
「
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
皇
帝
が
最
適
任
の
指
導
者
で
あ
る
、
と
ホ
ル
ニ
ク
は
考
え
て
い
る
（
第
二
章
、
五
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

　
ゾ
ム
マ
ー
も
い
う
よ
う
に
、
ホ
ル
ニ
ク
が
指
導
者
と
し
て
の
「
帝
国
」
皇
帝
と
い
う
場
合
に
は
、
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ

リ
ア
条
約
に
よ
っ
て
領
邦
主
権
が
認
め
ら
れ
た
上
で
の
「
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
皇
帝
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
に
あ
っ
て
は
、
皇
帝

が
大
領
邦
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
君
主
で
あ
る
点
に
ョ
リ
重
要
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
ソ
ム
マ
ー
、

前
掲
書
、
一
四
〇
ペ
ー
ジ
）
。

　
彼
の
い
う
と
こ
ろ
の
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
優
位
確
立
の
た
め
の
改
革
と
は
、
要
す
る
に
、
い
わ
ゆ
る
「
上
か
ら
の
改
革
」
で
あ

る
。
彼
は
王
侯
た
ち
の
改
革
へ
の
決
意
と
指
導
、
お
よ
び
率
先
垂
範
と
が
、
改
革
の
始
動
に
あ
た
っ
て
も
、
ま
た
そ
の
効
果
に
お
い
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て
も
、
非
常
に
重
要
な
る
意
味
を
持
つ
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ル
ニ
ク
の
い
う
改
革
と
は
、
王
侯
た
ち
が

指
導
し
、
国
民
が
こ
れ
に
従
う
形
で
も
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
第
二
〇
章
お
よ
び
第
三
二
章
の
一
八
七
ぺ
Ｉ
ジ
）
。
国
産
品
の

愛
用
や
舶
来
品
の
軽
蔑
な
ど
は
、
ま
さ
に
国
王
と
そ
の
宮
廷
が
率
先
し
て
自
ら
そ
の
手
本
を
示
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
（
第
三
一

章
、
一
ハ
ー
ペ
ー
ジ
）
。
か
か
る
「
上
か
ら
の
改
革
」
は
、
も
し
最
高
の
指
導
者
た
ち
の
改
革
へ
の
意
欲
と
情
熱
が
な
い
と
き
に
は
、

「
多
く
を
の
ぞ
め
な
い
か
、
な
い
し
は
、
一
〇
倍
も
の
労
力
を
か
た
む
け
て
も
、
な
お
、
す
べ
て
が
困
難
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
」

（
第
三
二
章
、
一
八
七
ペ
ー
ジ
）
、
と
。

　
そ
の
第
二
は
、
王
侯
の
財
政
中
心
の
官
房
経
済
C
a
m
e
r
a
l
=
O
e
c
o
n
o
m
i
e
で
は
な
い
、
官
六
の
領
邦
経
済
L
a
乱
e
s
=
O
e
c
o
n
o
m
i
e

を
f
_
0
0
0
0
_
0
0
0
4
I
.
i
m
g
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
や
中
小
企
業
お
よ
び
商
業
を
盛
に
す
る
こ
と
を
中
心
に
ホ
ル

ニ
ク
が
考
察
し
よ
う
・
と
す
る
点
で
あ
る
（
第
二
章
、
四
ペ
ー
ジ
）
。

　
以
上
の
よ
う
・
な
準
備
的
考
察
を
へ
て
、
ホ
ル
ニ
ク
は
単
刀
直
入
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
万
国
に
冠
た
ら
し
め
る
べ
き
「
領
邦
の
経

済
に
つ
い
て
の
主
要
九
原
則
」
（
第
九
章
）
を
展
開
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
ホ
ル
ニ
ク
の
主
張
す
る
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
的
諸
政
策

の
基
礎
と
そ
の
全
容
と
を
非
常
に
集
約
し
た
形
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
の
核
心
を
な
す
部

分
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
・
。
よ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
や
や
詳
細
な
る
紹
介
を
こ
こ
で
試
み
て
み
ょ
う
と

思
う
。

　
第
九
章
の
冒
頭
で
ホ
ル
ニ
ク
は
い
う
。
「
も
し
あ
る
領
邦
の
力
と
優
越
性
と
が
、
金
銀
お
よ
び
他
の
す
べ
て
の
生
活
必
需
品
や
便

宜
品
の
豊
富
さ
、
し
か
も
で
き
う
る
限
り
の
他
に
依
存
し
な
い
自
力
に
よ
る
豊
富
さ
に
か
か
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
こ

れ
ら
の
も
の
す
べ
て
を
適
正
に
育
成
し
、
使
用
し
、
適
用
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
共
同
の
領
邦
経
済
と
い
う
も
の
の
目
ざ
す
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べ
き
は
、
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
の
豊
富
さ
を
他
に
依
ら
ず
自
力
で
、
育
成
と
享
受
と
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い

は
、
も
し
こ
れ
ら
の
も
の
を
全
部
が
全
部
完
全
に
は
実
現
で
き
な
い
時
に
は
、
外
国
へ
の
依
存
、
な
い
し
は
領
邦
内
の
正
金
の
犠
牲

を
で
き
う
る
限
り
少
な
く
す
る
形
で
こ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
目
的
の
た
め
に
は
、
と
り
わ
け
次
の

九
原
則
が
役
立
つ
に
ち
が
い
な
い
」
（
二
八
－
二
九
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

　
ホ
ル
ニ
ク
の
あ
げ
る
「
領
邦
経
済
の
主
要
九
原
則
」
と
は
大
要
次
の
よ
う
な
諸
原
則
で
あ
る
。

　
幻
　
「
領
邦
の
性
質
を
も
っ
と
も
精
確
に
観
察
し
認
識
す
べ
く
、
ど
ん
な
隅
の
土
地
で
も
、
ど
ん
な
王
く
れ
で
も
、
耕
作
が
可
能

か
ど
う
か
吟
味
す
る
こ
と
を
ゆ
る
が
せ
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
と
り
わ
け
金
銀
に
か
ん
し
て
は
、
そ
れ
を
う
み
だ
す
た
め
の
、

い
か
か
る
労
苦
も
費
用
を
も
惜
ん
で
は
な
ら
な
い
」
（
二
九
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

　
匈
　
「
素
材
の
ま
ま
の
形
で
は
使
用
で
き
な
い
、
領
邦
産
の
全
財
貨
は
、
領
邦
内
で
加
工
す
べ
き
で
あ
る
。
製
品
化
の
収
益
か
ら

み
れ
ば
、
こ
れ
は
粗
材
料
の
価
値
を
、
ふ
つ
う
、
二
倍
、
三
倍
、
一
〇
倍
、
二
〇
倍
、
さ
ら
に
は
二
〇
〇
倍
を
も
こ
え
さ
せ
る
ほ
ど

に
上
昇
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
」
（
二
九
ペ
ー
ジ
）
。

　
印
　
「
上
述
の
両
原
則
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
素
材
の
産
出
に
も
、
そ
れ
の
加
工
に
も
人
手
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
扶

養
し
う
る
限
り
多
数
の
領
邦
人
口
に
注
意
を
は
ら
り
こ
と
は
、
よ
く
整
序
さ
れ
た
国
家
と
い
う
も
の
の
、
最
重
要
の
関
心
事
た
る
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
時
と
し
て
こ
れ
は
ゆ
る
が
せ
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
を
、
で
き
る
だ
け
の
手
を
つ
く
し

て
、
無
為
か
ら
生
産
性
の
あ
る
職
業
に
つ
か
せ
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
発
明
、
技
芸
、
手
仕
事
を
教
導
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
も
し
必
要
と
あ
れ
ば
、
そ
の
師
匠
を
外
国
か
ら
招
い
て
も
ょ
い
の
で
あ
る
」
（
三
〇
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

　
勇
　
「
領
邦
内
で
の
採
掘
、
あ
る
い
は
産
業
を
通
じ
て
の
外
国
か
ら
の
流
入
に
せ
よ
、
ひ
と
た
び
領
邦
内
に
生
じ
た
金
銀
は
・
…
：
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ふ
た
た
び
領
邦
外
に
出
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
深
く
金
庫
に
退
蔵
し
て
お
く
こ
と
も
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
つ
ね
に
こ
れ
を

流
通
さ
せ
て
お
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ま
た
金
銀
は
、
い
わ
ば
潰
滅
に
ひ
ん
し
て
お
り
、
ふ
た
た
び
利
益
を
あ
げ
え
な
い
よ
う
な
上

場
に
あ
ま
り
投
資
す
べ
き
で
は
な
い
。
…
…
」
（
三
一
ペ
ー
ジ
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
、

　
洵
　
「
領
邦
住
民
は
国
産
品
で
も
っ
て
満
足
す
る
よ
う
全
力
を
つ
く
す
べ
き
で
あ
る
。
●
・
一
一
Ｉ
Ｉ
外
国
品
（
…
…
…
…
…
…
…
）
は
つ
ぬ

に
で
き
う
る
限
り
不
要
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
三
一
ペ
ー
ジ
）
。

　
最
後
に
さ
ら
に
、

　
印
　
「
…
…
万
一
財
貨
を
外
国
に
求
め
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
つ
ね
に
で
き
う
る
限
り
、
こ
れ
を
直
接
に
金
銀

と
で
は
な
く
、
他
の
国
産
商
品
と
の
交
換
で
求
め
る
べ
き
で
あ
る
」
（
三
て
へ
Ｉ
ジ
）
。

　
刀
　
「
か
か
る
外
国
品
は
そ
こ
で
素
材
の
形
で
輸
入
し
、
領
邦
内
で
製
品
化
し
、
製
造
の
収
益
は
領
邦
自
ら
が
稼
ぎ
だ
す
べ
き
で

あ
る
」
（
三
一
ペ
ー
ジ
）
。

　
印
　
「
い
か
に
し
て
領
邦
産
の
豊
富
な
財
貨
を
、
外
国
に
、
そ
れ
が
必
要
な
限
り
、
加
工
形
態
で
、
し
か
も
金
銀
を
支
出
さ
せ
る

よ
う
に
売
る
か
、
そ
し
て
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
消
費
を
、
い
ね
ば
、
他
の
果
ま
で
も
求
め
、
か
つ
自
ら
消
費
を
あ
ら
ゆ
る
方
法
で

促
進
す
べ
く
、
日
夜
留
意
す
べ
き
で
あ
る
」
（
三
一
ペ
ー
ジ
）
。

　
陶
　
「
重
大
な
疑
念
が
な
い
場
合
に
は
、
領
邦
内
で
充
分
か
つ
、
ま
あ
ま
あ
の
質
で
生
産
さ
れ
る
種
類
の
財
貨
に
た
い
し
て
は
、

外
国
か
ら
輸
入
す
る
方
途
は
決
し
て
ゆ
る
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
外
国
へ
の
共
感
や
同
情
を
も
つ
べ
き
で
は
な

い
。
こ
の
こ
と
は
友
好
国
、
親
縁
国
、
連
合
国
あ
る
い
は
敵
国
に
た
い
し
て
で
も
同
じ
で
あ
る
。
諸
国
が
、
わ
が
領
邦
の
弱
体
化
や
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腐
敗
化
を
み
て
と
っ
た
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
友
好
関
係
は
二
夕
に
し
て
終
り
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
い
国
産
品
の
質
が
粗
悪
で

価
格
が
高
い
と
し
て
も
、
こ
れ
は
保
持
し
て
お
く
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。
事
情
を
よ
く
知
ら
な
い
人
に
は
、
実
際
よ
り
も
非
常
に

奇
妙
に
お
も
わ
れ
る
だ
ろ
う
・
が
、
そ
の
正
貨
が
領
邦
内
に
留
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
あ
る
品
物
〔
国
産
品
〕
に
ニ
タ
ー
ラ
ー
支
払
う
方

が
、
そ
の
金
が
国
外
に
出
て
し
ま
う
場
合
に
お
な
じ
品
物
〔
輸
入
品
〕
に
た
い
し
て
一
タ
ー
ラ
ー
の
み
を
支
払
う
場
合
よ
り
も
、
ョ
リ

よ
い
で
あ
ろ
う
」
（
三
一
上
二
二
ペ
ー
ジ
）
。

　
以
上
が
ホ
ル
ニ
ク
の
、
い
ね
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
化
策
の
具
体
化
と
も
い
う
べ
き
、
有
名
な
経
済
自
立
基
本
九
原
則
の
概
要
で

あ
る
。

　
ホ
ル
ニ
ク
に
と
っ
て
は
、
「
こ
の
一
般
的
領
邦
経
済
の
諸
原
則
は
、
お
お
く
を
説
明
す
る
を
要
し
な
い
」
（
三
二
ぺ
Ｉ
ジ
）
ほ
ど
自

明
の
も
の
で
あ
っ
た
。
「
こ
れ
が
合
理
性
は
、
賢
明
な
る
人
々
の
誰
に
と
っ
て
も
自
ら
明
ら
か
で
あ
る
」
（
三
二
ぺ
Ｉ
ジ
）
し
、
こ
の

原
則
に
外
れ
る
ケ
ー
ス
は
稀
の
は
ず
で
あ
る
、
と
彼
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
以
上
の
九
原
則
は
、
ホ
ル
ニ
ク
に
ょ
れ
ば

共
同
の
領
邦
経
済
の
育
成
や
指
導
に
あ
た
る
者
が
、
上
層
た
る
と
下
層
た
る
と
を
問
は
ず
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
遂
行
す
べ
き
、
事

物
の
自
然
が
こ
れ
を
説
明
し
ヽ
理
性
が
こ
れ
を
保
証
し
て
い
る
根
本
原
則
な
の
で
あ
聡
（
三
二
上
二
三
ペ
ー
ジ
ゴ

　
　
淘
　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
第
九
章
は
A
r
t
h
u
r

E
.

M
o
n
r
o
e

(
e
d
.
)
｡

E
a
r
l
y

E
c
o
n
o
m
i
c

T
h
o
u
g
h
t
｡

H
a
v
a
r
d

I
に
m
i
v
e
r
s
i
t
y

　
　
　
P
r
e
s
s
｡

1
9
2
4
｡

p
p
.
2
2
3
-
2
2
6
.
に
要
領
の
よ
い
英
訳
が
み
ら
れ
る
。

　
か
か
る
経
済
復
興
九
原
則
を
基
準
に
し
て
、
ホ
ル
ニ
ク
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
現
状
お
よ
び
そ
の
改
善
策
と
を
、
一
層
の
具
体
性
を

も
っ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
彼
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
産
す
る
金
銀
な
ど
の
鉱
物
資
源
、
食
糧
品
、
衣
料
品
、
住
居
な
ど
の
諸
資
材
の
豊
富
さ
と
、
欠
乏
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し
て
い
る
品
々
と
を
並
べ
た
て
る
（
第
一
〇
章
、
一
一
章
）
。
そ
し
て
両
者
を
差
引
き
す
る
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
物
質
的
に
は
充
分

ゆ
た
か
で
あ
り
幸
福
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
は
抗
い
が
た
い
真
実
と
な
る
で
あ
ろ
う
・
、
と
彼
は
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
も
し
、
奢
侈
や
虚
栄
の
異
常
な
る
病
的
欲
望
へ
の
〔
外
的
な
〕
諸
機
構
や
〔
内
的
な
〕
諸
刺
戟
〔
と
い
う
よ
う
な
諸
要
因
〕
が
な
く
な

っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
不
幸
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
第
一
二
章
、
四
九
ぺ
Ｉ
ジ
）
、
と
ホ
ル
ニ
ク
は
付
言
し
て
い
る
。

　
上
述
し
た
資
源
の
バ
ラ
ン
ス
観
を
根
拠
と
し
て
、
ホ
ル
ニ
ク
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
現
状
と
改
善
策
に
つ
い
て
の
一
つ
の
一
般
的
結

論
を
ひ
き
だ
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

　
「
不
断
に
、
人
間
生
存
の
た
め
の
全
生
活
必
需
品
な
ら
び
に
主
な
る
便
宜
品
と
を
、
そ
の
領
邦
内
で
他
国
か
ら
は
独
立
し
て
、
し

か
も
だ
い
た
い
、
そ
の
大
き
な
部
分
を
現
実
に
欠
乏
し
て
い
る
隣
国
に
た
い
し
、
貨
幣
と
の
交
換
で
あ
た
え
う
る
ほ
ど
の
豊
富
さ
で

所
有
し
て
お
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
貨
幣
が
欠
乏
し
、
そ
の
隣
国
に
た
い
し
て
は
無
力
で
あ
り
、
敵
に
た
い
し
て
は
弱
体
で
あ
る
よ

う
な
領
邦
と
い
う
も
の
、
そ
ん
な
領
邦
は
必
ず
や
、
し
て
も
ら
っ
た
助
言
が
よ
く
な
く
、
ま
た
経
済
運
営
が
ま
ず
い
に
ち
が
い
な
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
貧
困
か
ら
生
ず
る
一
切
の
害
悪
と
不
運
と
は
、
単
純
に
そ
の
領
邦
自
身
の
意
志
と
責
任
と
に
帰
せ
ら
る

べ
き
な
の
で
あ
る
」
（
第
一
三
章
、
五
〇
。
へ
Ｉ
ジ
、
傍
点
筆
者
）
、
と
。

　
ホ
ル
ニ
タ
に
ょ
れ
ば
、
か
か
る
結
論
の
正
当
さ
は
、
子
供
で
も
わ
か
る
命
題
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
収
入
が
大
で

支
出
が
小
で
あ
る
者
は
や
が
て
は
富
む
に
ち
が
い
な
い
。
〔
た
と
い
収
入
が
大
で
も
〕
向
う
見
ず
な
浪
費
を
な
す
者
は
致
富
と
は
な
ら

な
い
」
（
第
一
三
章
、
五
〇
－
五
一
ペ
ー
ジ
）
、
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
か
く
て
、
こ
の
結
論
の
正
当
さ
に
は
、
哲
学
も
、
宮
居
学
も
、

経
済
（
政
策
）
学
も
不
要
な
ほ
ど
明
瞭
な
も
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
ホ
ル
ニ
ク
は
断
定
す
る
。

　
結
局
、
ホ
ル
ニ
ク
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
い
う
）
領
邦
が
、
そ
の
領
邦
の
指
導
者
や
一
般
領
邦
臣
民



が
、
愛
国
心
に
も
と
づ
く
確
乎
た
る
意
志
と
意
欲
と
を
も
っ
て
鉱
石
あ
が
る
と
い
う
、
一
見
き
わ
め
て
平
凡
な
る
事
柄
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
起
ち
あ
が
る
形
式
と
し
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
い
わ
ゆ
る
「
上
か
ら
の
改
革
」
方
式
を
支
持
し

て
い
る
。

　
さ
て
、
ホ
ル
ニ
ク
は
、
こ
れ
ら
経
済
復
興
九
原
則
の
う
ち
、
最
も
重
要
で
あ
っ
て
、
し
か
も
最
初
に
遂
行
す
べ
き
原
則
と
し
て
、

第
五
原
則
を
遠
慮
が
ち
に
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
産
品
の
愛
用
の
促
進
、
外
国
品
の
使
用
の
規
制
な
い
し
禁
止
、
し
た
が
っ

て
外
国
の
完
成
品
の
輸
入
禁
止
か
ら
、
ま
ず
着
手
す
べ
き
で
あ
る
と
ホ
ル
ニ
ク
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
原
則
が
実

現
さ
れ
る
よ
う
・
に
な
れ
ば
、
そ
の
他
の
ハ
原
則
も
漸
次
遂
行
さ
れ
る
は
こ
び
と
な
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ま
ず
、
「
…
…
た
と
い
当
初
は
粗
悪
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
し
ば
ら
く
の
間
は
自
己
の
領
邦
の
財
貨
、
国
産
製
品
に

甘
ん
じ
、
外
国
品
を
ほ
ど
ほ
ど
に
制
限
し
、
も
っ
て
自
国
の
よ
い
金
銀
を
自
ら
の
内
に
保
持
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
第
二
一

章
、
九
て
へ
Ｉ
ジ
）
わ
け
で
あ
る
。

　
か
か
る
政
策
は
二
種
の
経
済
的
「
鎖
国
」
政
策
の
主
張
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
国
民
に
苦
い
く
る
し
み
を
あ
た
え
る

も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ホ
ル
ニ
ク
の
考
え
て
い
る
の
は
、
国
民
に
多
大
の
く
る
し
み
を
強
い
る
完
全
な
る
「
鎖

国
」
で
は
な
い
。
輸
入
禁
止
や
輸
入
規
制
を
な
さ
な
い
こ
と
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
発
展
に
と
っ
て
、
と
く
に
大
き
な
障
害
と

な
る
よ
う
・
な
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
自
分
の
領
邦
で
製
品
化
す
る
こ
と
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
大
な
る
利
益
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ

う
、
次
の
四
種
の
製
品
の
輸
入
禁
止
を
柱
と
す
る
「
鎖
国
」
政
策
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
幻
　
羊
毛
製
品
の
大
部
分

　
匈
　
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
麻
商
品
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匈
　
あ
ら
ゆ
る
等
級
の
網
製
品

　
司
　
前
掲
以
外
の
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
製
品

の
輸
入
禁
止
が
こ
れ
で
あ
る
（
第
二
二
章
、
九
四
。
へ
Ｉ
ジ
）
。

　
ホ
ル
ニ
ク
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
復
興
の
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、
諸
産
業
の
領
邦
へ
の
導
入
と
育
成
の
諸
方
法
な

ど
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
「
し
か
し
、
か
か
る
方
法
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
不
確
実
で
、
だ
ら
だ
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
…

・
：
結
末
は
間
違
い
な
く
無
効
な
の
で
あ
る
」
（
第
二
三
章
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
）
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
経
済
の
お
ち
い
っ
て
い
る
状
況
は
、
外

国
品
の
禁
輸
以
外
有
効
な
手
段
が
見
当
ら
な
い
ほ
ど
重
症
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
か
く
し
て
ホ
ル
ニ
ク
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
現
状
に
か
ん
が
み
る
に
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
製
品
の
輸
入
禁
止
か
ら
は
じ
め
、
つ
い
で
領
邦
産
業
を
育
成
す
る
こ
と
以
外
の
す
べ
て

の
手
段
は
、
お
お
む
ね
手
ぬ
る
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
ホ
ル
ニ
ク
に
あ
っ
て
は
、
経
済
復
興
九
原
則
遂
行
の
基
調
は
、
祖
国
の
再
建
の
た
め
と
い
う
愛
国

心
に
も
と
づ
く
、
一
種
の
国
産
品
愛
用
と
耐
乏
生
活
へ
の
覚
悟
を
も
と
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
領
邦
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
も

っ
て
、
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
的
小
世
界
ｅ
r
n
e

k
l
e
i
n
eW
e
l
t
(
第
二
章
、
五
ぺ
Ｉ
ジ
、
第
八
章
、
二
六
ぺ
Ｉ
ジ
）
た
る
こ
と
を
め
ざ
す
ホ
ル

ニ
ク
の
志
向
が
、
か
か
る
諸
原
則
の
基
底
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
・
か
。

　
ホ
ル
ニ
ク
は
自
由
な
る
外
国
貿
易
、
す
な
わ
ち
、
国
際
分
業
の
も
た
ら
す
経
済
的
利
益
に
は
、
あ
え
て
目
を
つ
む
り
、
自
給
自
足

的
経
済
の
利
点
を
強
調
す
る
点
で
は
、
き
わ
め
て
ド
イ
ツ
的
な
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
を
主
張
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ

な
い
。

　
以
上
は
、
ホ
ル
ニ
ク
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
化
策
の
、
い
わ
ば
基
礎
な
い
し
総
論
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
い
で
彼
は
、
こ
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こ
か
ら
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
問
題
側
面
に
つ
い
て
、
個
別
的
に
や
や
立
ち
入
っ
た
考
察
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
の

う
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
若
干
の
事
項
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
ラ
ン
ダ
ム
に
と
り
あ
げ
て
こ
れ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
幻
　
中
小
工
業
、
製
造
業
に
つ
い
て

　
ホ
ル
ニ
ク
は
、
領
邦
の
産
業
、
と
く
に
中
小
工
業
お
よ
び
製
造
業
の
興
隆
を
も
っ
て
富
国
の
基
礎
と
み
と
め
て
い
る
。
ホ
ル
ニ
ク

に
ょ
れ
ば
、
こ
れ
ら
産
業
の
様
相
は
材
料
、
用
具
、
お
よ
び
労
働
の
質
量
如
何
ん
に
ょ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
れ
ら
の
も
の
の
質
的
上
昇
や
量
的
拡
大
の
た
め
の
決
意
と
施
策
と
を
指
導
者
に
求
め
る
勘
定
と
な
る
（
第
二
七
章
、
一
四
八
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

　
労
働
の
量
的
拡
大
、
質
的
向
上
に
関
連
し
て
ホ
ル
ニ
タ
は
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
彼
は
当
時
の
カ
メ
ラ
リ
ス

ト
だ
ち
と
同
様
、
ツ
ン
フ
ト
（
同
業
組
合
）
制
度
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
を
彼
は
、
こ
の
制
度
が
い
わ
ば
労
働
の
国
民
経
済

的
最
高
の
生
産
性
を
さ
た
ま
げ
て
い
る
点
に
求
め
て
い
る
。
「
ツ
ン
フ
ト
制
度
の
多
種
多
様
な
る
誤
用
（
…
…
…
…
…
）
は
、
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
の
有
効
な
導
入
に
た
い
し
て
確
実
に
お
お
き
な
悪
作
用
を
お
よ
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
…
…
は
じ
め
て
導

入
し
よ
う
と
す
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
に
お
い
て
は
、
…
…
ツ
ン
フ
ト
な
し
の
つ
も
り
で
い
る
こ
と
を
私
は
勧
告
す
る
」
（
第
二
八

章
、
一
五
二
－
一
五
三
ペ
ー
ジ
）
、
と
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
怠
惰
な
人
た
ち
を
就
労
さ
す
べ
く
訓
練
す
る
施
設
を
つ
く
る
必
要
を
も
ホ
ル
ニ
ク
は
み
と
め
て
い
る
（
第
二
四
章
、

一
二
二
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

　
の
み
な
ら
ず
、
製
造
業
の
生
産
性
を
高
め
る
た
め
の
期
限
付
招
聘
外
国
職
人
な
い
し
職
業
教
師
の
優
遇
（
第
ニ
ハ
章
、
一
五
六
ｌ
一

五
七
ペ
ー
ジ
）
な
ど
を
も
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ホ
ル
ニ
ク
は
、
製
造
業
の
発
展
の
た
め
の
工
業
立
地
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
と
く
に
新
た
に
発
展
さ
す
べ
き
、
輸
入
禁
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止
と
し
た
四
品
目
の
製
造
業
の
保
護
育
成
の
た
め
に
指
導
者
は
工
業
立
地
的
措
置
を
も
と
る
べ
き
で
あ
る
（
第
三
〇
章
、
一
六
四
ペ
ー

ジ
以
下
）
、
と
彼
は
い
う
・
の
で
あ
る
。

　
匈
　
商
業
に
つ
い
て

　
商
人
な
い
し
商
業
に
つ
い
て
の
ホ
ル
ニ
ク
の
考
え
方
は
二
見
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
一
方
で
は
商

人
、
と
く
に
輸
入
商
を
国
を
貧
窮
化
さ
せ
た
元
凶
と
考
え
て
い
る
（
第
二
四
章
、
一
一
て
へ
Ｉ
ジ
）
。
ま
た
、
領
邦
の
経
済
改
革
の
た

め
に
「
わ
が
商
人
た
ち
の
助
力
に
期
待
を
か
け
る
こ
と
は
空
し
い
こ
と
で
あ
る
」
（
第
二
〇
章
、
八
七
ぺ
Ｉ
ジ
）
、
と
も
彼
は
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
彼
は
、
商
人
た
ち
を
重
視
し
な
い
場
合
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
も
あ
ま
り
効
果
を
あ
ら
わ
さ
な
い
で

あ
ろ
う
、
と
も
述
べ
て
い
る
（
第
二
八
章
、
一
五
九
ぺ
Ｉ
ジ
以
下
）
。

　
彼
の
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
商
人
観
は
同
時
に
彼
の
商
業
観
の
反
映
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
商
業
に
は

二
種
類
の
も
の
が
あ
る
、
と
彼
は
い
う
。

　
第
一
は
、
外
国
の
加
工
品
を
輸
入
し
て
領
邦
内
で
販
売
す
る
よ
う
な
、
公
共
の
不
利
益
と
な
る
商
業
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
領
邦
内
の
原
料
を
加
工
し
て
輸
出
す
る
よ
う
な
、
公
共
の
利
益
と
な
る
商
業
で
あ
る
（
第
五
章
、
一
三
ペ
ー
ジ
）
。

　
か
く
て
ホ
ル
ニ
ク
の
商
業
政
策
観
は
自
ら
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
発
展
に
役
立
た
す
べ
く
、
第
一
の
種

類
の
商
業
を
抑
圧
し
、
第
二
の
種
類
の
も
の
を
推
進
し
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
ホ
ル
ニ
ク
の
商
業
政
策
観
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
商
人
を
し
て
「
そ
れ
が
共
同
の
至
善
d
a
s

g
e
m
e
i
n
eB
e
s
t
e
の

た
め
の
存
在
で
あ
っ
て
、
共
同
の
至
善
が
商
人
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
」
（
第
二
四
章
、
一
一
三
ぺ
Ｉ
ジ
）
こ
と
を
自
覚
さ
す
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べ
き
指
導
者
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
商
業
活
動
に
は
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
領
邦
臣
民

が
利
益
を
う
・
け
る
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
「
領
邦
に
損
害
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
領
邦
と
住
民
と
を
年
々
貧
困
に

さ
せ
る
よ
う
な
商
業
は
、
決
し
て
商
業
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
」
（
第
二
四
章
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
）
。

　
匈
　
正
貨
の
流
通
と
殖
産
興
業
に
つ
い
て

　
ホ
ル
ニ
ク
に
ょ
れ
ば
、
国
内
に
お
け
る
ゆ
た
か
な
正
貨
と
そ
の
流
通
と
は
、
殖
産
興
業
に
基
盤
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
経

済
復
興
九
原
則
の
第
四
原
則
）
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
正
貨
が
「
領
邦
内
の
流
通
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
公
衆
は
こ
れ
に
ょ
っ

て
ョ
リ
貧
窮
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
お
お
く
の
面
で
利
益
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
購
入
の
た
め
に
支
出
し
た
人
々

に
さ
え
も
再
び
利
益
を
あ
た
え
う
る
の
で
あ
る
」
（
第
二
四
章
、
ご
ヨ
ー
。
へ
Ｉ
ジ
）
。

　
鉱
山
の
採
掘
事
業
に
関
連
し
て
ホ
ル
ニ
ク
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
操
業
開
始
は
、
そ
れ

が
利
益
を
う
む
と
否
と
に
か
か
お
り
な
く
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
領
邦
単
位
で
考
え
る
と
労
働
者
の
雇
用
増
加
を
も
た
ら
す
。
し
た

が
っ
て
こ
れ
は
公
衆
の
収
入
増
加
、
さ
ら
に
は
消
費
支
出
の
増
加
と
い
う
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
へ
て
経
済
発
展
を
促
進
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
・
（
第
三
一
章
、
一
七
三
ぺ
Ｉ
ジ
）
、
と
。
ホ
ル
ニ
ク
の
持
つ
こ
の
ょ
う
な
考
え
方
は
、
時
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
ケ
イ
ン
ズ
的
経

済
学
に
お
け
る
公
共
事
業
の
経
済
効
果
の
議
論
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
ホ
ル
ニ
ク
は
本
書
の
う
ち
で
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
理
論
的
、
経
済
政
策
論
的
な
叙
述
を
お
こ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今

は
こ
れ
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
よ
う
・
。

　
ホ
ル
ニ
ク
は
、
本
書
の
最
終
章
で
あ
る
第
三
三
章
に
お
い
て
、
彼
の
提
案
す
る
と
こ
ろ
を
再
び
総
括
し
て
い
る
。

　
彼
に
ょ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
万
国
に
優
越
さ
せ
る
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
富
国
強
兵
政
策
の
最
重
要
な
柱
は
、
そ
の
経
済
的
自
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立
で
あ
る
（
一
八
七
ぺ
Ｉ
ジ
）
。
幸
い
に
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
経
済
的
独
立
を
確
保
す
る
に
充
分
な
る
自
然
条
件
、
物
質
的
条
件

に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
、
と
彼
は
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
充
分
な
る
金
銀
を
産
出
し
て
い
る
。
ま
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア

は
、
充
分
な
る
穀
物
、
ヮ
イ
ン
、
そ
の
他
の
食
糧
品
な
ど
生
活
必
需
品
と
便
宜
品
に
も
め
ぐ
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
近
隣
諸
国
に

輸
出
で
き
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
（
一
九
二
－
一
九
四
ペ
ー
ジ
）
、
と
。

　
か
く
し
て
ホ
ル
ニ
ク
に
と
っ
て
は
、
富
国
強
兵
政
策
へ
の
意
欲
の
喚
起
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
肝
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
私
〔
ホ
ル
ニ
ク
〕
は
も
う
二
度
声
を
大
に
し
て
い
う
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
も
し
意
欲
さ
え
持
て
ば
、
と
い
う
限
定
づ
き
で
は
あ
る

が
万
国
に
冠
た
り
う
る
の
で
あ
る
」
（
一
九
三
ぺ
Ｉ
ジ
）
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
指
導
者
の
意
欲
、
奮
起
、
一
般
国
民
の
祖
国
愛
こ
そ
が
、

そ
の
究
極
の
推
進
力
で
あ
る
と
し
て
、
ホ
ル
ニ
ク
は
こ
れ
に
訴
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
す
で
に
何
度
も
く
り
か
え
す
よ
う
に
、
こ

れ
ら
推
進
力
の
直
接
に
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
「
…
…
外
国
品
の
輸
入
禁
止
と
そ
の
厳
格
な
履
行
と
が
、
そ
の
始
め
で
あ
り
終
り
で
あ

る
。
こ
れ
な
く
し
て
は
、
国
内
商
業
や
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
ー
の
隆
盛
や
、
し
た
が
っ
て
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）
世
襲
領
の
所
得
回
復
や

復
興
も
た
だ
の
夢
想
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
徒
労
に
終
る
願
望
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
（
一
九
六
ぺ
Ｉ
ジ
）
、
と
。

　
そ
し
て
、
ホ
ル
ニ
ク
は
、
今
こ
そ
、
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
の
支
配
を
排
し
、
独
立
と
「
万
国
に
冠
」
た
る
べ
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
起

ち
あ
が
る
べ
き
時
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
蹶
超
を
う
な
が
し
つ
つ
本
書
を
結
ん
で
い
る
。

　
四
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
に
お
け
る
ホ
ル
ニ
ク
の
財
政
思
想

　
　
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
が
い
わ
ゆ
る
前
期
オ
ー
ス
ト
リ
ア
官
房
学
の
代
表
的
業
績
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
、
と
く
に
関
心
を
示
す
べ
き
財
政
論
に
つ
い
て
は
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上
論
」
は
全
く
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と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
論
じ
た
箇
所
は
全
く
み
あ
た
ら
な
い
と
い
っ
て

よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
少
し
で
も
財
政
論
に
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
き
わ
め
て
わ
ず
か
な
部
分
を
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
至
上

論
」
か
ら
強
い
て
ひ
ろ
い
だ
し
、
こ
れ
を
通
し
て
ホ
ル
ニ
ク
の
財
政
思
想
を
推
測
し
、
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
と
思

う
・
。
お
お
き
な
誤
り
が
な
け
れ
ば
筆
者
の
幸
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
他
の
お
お
く
の
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
だ
ち
と
お
な
じ
く
、
ホ
ル
ニ
ク
は
財
政
や
租
税
に
た
い
し
て
、
い
わ
ゆ
る
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム

風
の
財
源
（
税
源
）
涵
養
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
ホ
ル
ニ
ク
は
、
い
わ
ゆ
る
福
祉
国
家
観
の
持
ち
主
で
あ
る
が
、
彼
は
国
家
の
も
つ
べ
き
諸
任
務
に
関
連
し
て
財
政
－
と
く
に
租

税
－
―
の
も
つ
べ
き
性
格
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
・
に
お
も
わ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
王
国
た
る
と
共
和
国
た
る
と
を
問
わ
ず
、
世

の
す
べ
て
の
国
家
は
、
も
と
も
と
、
生
活
の
安
全
と
便
宜
と
い
う
二
様
の
ね
ら
い
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
（
第
三
二
章
、
一

八
四
ペ
ー
ジ
）
。
そ
し
て
こ
れ
ら
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
諸
機
関
や
、
臣
民
か
ら
課
徴
す
べ
き
機
関
た
る
官
房
が
国
家
に
は
設
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ね
ば
領
邦
の
特
殊
経
済
L
a
乱
e
s

P
a
r
t
i
c
u
l
a
s
-
O
e
c
o
n
o
m
i
e
と
も
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
れ
は
、
そ
の
特
殊
経
済
を
支
え
て
い
る
ヨ
リ
広
い
領
邦
の
一
般
経
済
L
a
乱
e
s

a
l
l
g
e
m
e
i
n
e

O
e
c
o
n
o
m
i
e
を
繁
栄
さ
せ
る
こ

と
な
し
に
は
な
が
く
は
立
ち
ゆ
か
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
非
常
に
か
す
か
で
は
あ
る
が
、
ホ
ル
ニ
ク
は
こ
こ
で
領
邦
統
治
の
あ
り
方
と
領
邦
民
間
経
済
の
繁
栄
と
の
関
係
、
し
た
が
っ
て
領

邦
機
構
の
経
済
的
維
持
と
領
民
の
富
裕
化
と
の
給
付
対
反
対
給
付
、
な
い
し
は
共
存
関
係
に
ふ
れ
て
い
る
。
強
い
て
解
釈
す
る
な
ら

ば
、
こ
こ
に
財
政
な
い
し
課
税
の
根
拠
に
つ
い
て
の
ホ
ル
ニ
ク
の
見
解
が
か
く
さ
れ
て
い
る
、
と
推
測
し
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
で



あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
領
民
経
済
と
領
主
の
経
済
と
は
、
領
主
の
財
政
支
出
↓
領
邦
の
富
国
強
兵
政
策
の
遂
行
↓
領
民
経
済
の
発

展
、
富
裕
化
↓
財
政
収
入
調
達
の
容
易
化
↓
領
主
の
財
政
支
出
（
の
容
易
化
）
、
と
い
う
図
式
で
も
っ
て
循
環
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る

と
、
ホ
ル
ニ
ク
は
考
え
て
い
た
と
想
像
し
て
ょ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ホ
ル
ニ
ク
は
商
業
活
動
、
ひ
い
て
は
製
造
業
活
動
に
お
け
る
信
用
の
果
す
役
割
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
「
商
業
、
お
よ

び
こ
れ
に
関
連
す
る
も
の
す
べ
て
は
信
用
と
共
に
興
り
、
ま
た
没
落
す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
第
二
八
章
、
一
五
七
１
一
五
八
ぺ
Ｉ
ジ
）
。

　
そ
し
て
経
済
効
率
を
求
め
て
資
本
が
領
邦
内
で
移
動
す
る
こ
と
に
も
彼
は
賛
意
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
。
彼
が
次
の

よ
う
に
い
っ
て
い
る
の
は
、
（
消
極
的
で
は
あ
る
が
）
そ
の
根
拠
と
考
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
「
こ
の
場
合
資
本
が
一
つ
の
財
布

か
ら
他
の
財
布
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
資
本
と
利
子
と
は
そ
の
生
じ
た
所
に
、
す
な
わ
ち
、
領
邦
内
に
は
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
」
（
第
三
一
章
、
一
七
四
ペ
ー
ジ
）
、
と
。

　
彼
は
別
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
国
家
と
い
う
も
の
は
、
貨
幣
を
お
お
く
の
財
布
に
分
け
て
持

っ
て
い
る
金
持
を
連
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
国
家
が
一
つ
の
財
布
か
ら
若
干
の
も
の
を
と
り
出
し
て
こ
れ
を
他
の
財
布
に
投

入
す
れ
ば
、
国
家
は
こ
れ
に
ょ
っ
て
困
窮
化
は
し
な
い
。
こ
の
時
に
は
、
一
方
の
財
布
は
軽
く
な
っ
て
も
、
他
方
の
財
布
は
そ
の
分

だ
け
重
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
は
こ
の
二
つ
の
財
布
の
持
ち
主
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
命
題
は
領
邦
経
済
と
い
う
も
の
の

基
本
原
則
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
調
子
ょ
く
事
物
が
進
行
し
な
い
の
で
あ
る
」
（
第
二
四
章
、
一
二
三
ｌ

一
二
四
ペ
ー
ジ
）
、
と
。

　
こ
の
文
章
は
」
国
の
資
本
や
貨
幣
の
も
っ
と
も
効
率
的
な
運
用
に
関
連
し
た
も
の
で
も
あ
る
、
と
想
像
す
る
こ
と
も
、
ゆ
る
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
お
ち
、
こ
の
論
述
は
、
ホ
ル
ニ
ク
の
考
え
が
二
国
の
資
金
の
最
も
適
正
か
つ
能
率
的
な
配
分
者
と
し
て
の
国
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家
、
そ
し
て
そ
れ
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
の
公
信
用
の
利
用
、
と
い
う
・
よ
う
な
構
想
の
一
歩
手
前
の
所
に
ま
で
来
て
い
る
こ
と
を

思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。

　
さ
て
、
既
述
の
よ
う
に
ホ
ル
ニ
ク
は
、
鉱
山
採
掘
事
業
に
関
連
し
て
、
こ
れ
が
た
と
い
収
益
よ
り
も
費
用
の
方
が
大
で
あ
る
場
合

で
さ
え
も
、
少
く
と
も
労
働
者
の
雇
用
の
増
加
や
消
費
の
増
大
に
役
立
つ
と
い
う
（
第
三
一
章
、
一
七
三
ぺ
Ｉ
ジ
）
。
こ
こ
に
は
い
ね
ば

ケ
イ
ン
ズ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
彼
の
公
共
投
資
政
策
論
の
一
側
面
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
第
三
節
　
前
期
官
房
学
の
財
政
思
想
の
特
色

　
前
稿
お
よ
び
本
稿
の
論
述
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
前
期
官
房
学
を
二
分
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
系
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ

ア
系
を
代
表
す
る
カ
メ
ラ
学
者
の
主
要
業
績
と
そ
の
特
徴
と
を
概
観
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
業
績
は
同
時
に
、
前
期
カ
メ

ラ
学
に
お
け
る
二
つ
の
主
要
タ
イ
プ
で
あ
る
、
中
小
領
邦
型
の
行
政
学
的
、
体
系
的
な
も
の
と
、
大
領
邦
型
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ

ム
的
、
時
論
的
な
も
の
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
種
々
さ
ま
ざ
ま
に
装
い
を
と
ら
し
て
登
場
し
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
前
期
官
房
学
に
お
け
る
財
政
思
想
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
一
応
の

綜
括
を
と
こ
ろ
み
て
お
き
た
い
。

　
一
般
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
が
共
通
に
保
持
し
て
い
た
四
つ
の
財
政
思
想
上
の
特
徴
は
、
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
前
期
カ
メ
ラ
学
者
た
ち
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
力
点
の
お
き
所
に
は
、
両

者
の
間
で
若
干
異
な
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
幻
　
拙
稿
、
ペ
テ
ィ
と
ヴ
ォ
ー
バ
ン
ｌ
ｌ
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
の
財
政
思
想
―
成
城
大
学
経
済
研
究
、
第
七
二
・
七
三
合
併
号
（
昭
和
五



　
　
　
六
年
二
月
）
、
五
八
―
六
〇
ぺ
Ｉ
ジ
を
参
照
。
こ
こ
で
は
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
財
政
思
想
の
共
通
特
徴
と
し
て
、
次
の
四
つ
の
も

　
　
　
の
を
あ
げ
て
お
い
た
。

　
　
　
　
Ｄ
　
財
政
を
統
治
者
の
経
済
と
考
え
、
こ
れ
を
富
国
強
兵
政
策
の
一
部
門
と
し
て
論
ず
る
。

　
　
　
　
幻
　
経
費
支
出
の
国
民
経
済
的
生
産
性
を
み
と
め
る
。

　
　
　
　
幻
　
有
産
者
的
財
政
が
対
象
で
あ
り
、
租
税
収
入
は
臨
時
的
収
入
手
段
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
○
　
消
費
税
を
推
奨
す
る
。

　
　
　
　
そ
し
て
そ
の
論
拠
に
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
、
り
　
消
費
税
は
支
配
者
層
に
免
税
特
権
を
与
え
に
く
く
、
か
つ
小
額
づ
つ
無
強
制
感
の
も
と
で
徴
収
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
哨
　
節
約
を
促
進
し
、
勤
勉
や
資
本
の
蓄
積
を
促
す
性
質
を
も
つ
。

　
　
　
　
　
、
り
　
課
税
立
法
的
、
徴
税
技
術
的
に
み
て
課
税
が
容
易
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
φ
　
現
実
的
消
費
は
真
の
豊
か
さ
を
示
す
が
ゆ
え
に
、
負
担
の
公
平
を
期
待
し
う
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
前
期
カ
メ
ラ
学
の
財
政
思
想
史
的
特
色
を
、
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
時
と
か
な
じ
く
、
四
項
目
の
形
に
ま

と
め
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
幻
　
財
政
は
、
有
産
者
的
国
家
（
領
邦
）
の
経
営
、
管
理
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
る
場
合
が
お
お
い
。
し
た
が
っ
て
、
財
政
が

国
内
に
お
け
る
統
治
者
の
行
政
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
度
合
が
高
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
匈
　
（
領
邦
）
国
家
に
お
い
て
は
、
領
邦
の
経
済
的
自
立
、
お
よ
び
そ
の
た
め
の
人
口
増
殖
や
国
内
の
農
、
工
、
商
の
振
興
が
富

国
強
兵
政
策
の
核
心
と
認
識
さ
れ
、
こ
の
た
め
の
国
家
の
政
策
（
経
費
支
出
）
の
生
産
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
経

費
の
生
産
性
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
だ
ち
よ
り
も
、
前
期
カ
メ
ラ
学
で
は
一
般
に
ョ
リ
つ
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よ
く
強
調
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
・
。

　
匈
　
有
産
者
と
し
て
の
国
家
（
領
邦
）
の
経
営
な
い
し
経
営
収
支
取
扱
い
が
平
時
財
政
の
主
要
内
容
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
租
税
が
緊
急
時
の
臨
時
的
・
例
外
的
収
入
手
段
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
る
度
合
は
非
常
に
つ
よ
い
。

　
引
　
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
だ
ち
と
お
な
じ
く
、
租
税
種
類
の
う
ち
で
は
消
費
税
、
流
通
税
が
推
奨
さ
れ
る
こ
と
が
お
お
い
。
当

時
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
除
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の
前
期
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
間
に
お
い
て
も

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
消
費
税
論
争
A
c
c
i
s
e
n
s
t
r
e
i
t
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
概
し
て
消
費
税
推
奨
論

者
の
議
論
の
方
が
、
そ
の
反
対
論
者
の
議
論
を
抑
え
て
い
た
形
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
消
費
税

推
奨
の
論
拠
も
ま
た
、
ほ
ぼ
前
の
注
で
要
約
し
て
お
い
た
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ス
ト
た
ち
の
も
の
と
同
様
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
い
。
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