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岡

元
　
　
司

古
林
　
森
廉
　
著

『
宋
代
産
業
経
済
史
研
究
』

.

宋
代
社
会
経
済
史
研
究
は
、
加
藤
繁
氏
以
来
、
優
に
半
世
紀
を
超
え
る
蓄
積

を
有
し
て
い
る
。
い
ま
著
者
の
長
年
の
研
重
が
実
り
、
研
究
成
果
を
ま
と
め
ら

れ
て
、
斯
学
に
一
書
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
、
後
学
の
者
と
し
て
心
か
ら
祝
意

を
表
し
た
い
。
本
書
の
対
象
と
す
る
産
業
史
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
加
藤
氏
が

通
史
的
・
概
説
的
に
言
及
し
て
以
来
、
多
数
の
研
究
者
が
様
々
な
角
度
か
ら
究

明
を
進
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
主
な
成
果
は
、
大
ま
か
に
言
っ
て
次
の
よ
う
に

分
類
で
き
る
。
一
つ
は
、
中
嶋
敏
・
吉
田
光
邦
・
篠
田
統
ら
諸
氏
に
よ
る
技
術

的
な
側
面
の
分
析
で
あ
る
。
別
の
一
つ
は
、
商
品
の
特
産
化
と
流
通
に
関
す
る

も
の
で
斯
波
義
信
氏
の
「
宋
代
商
業
史
研
究
し
(
一
九
六
八
年
)
が
代
表
と

.
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
二
こ
の
他
に
も
、
塩
・
茶
・
酒
な
ど
に
つ
い
て
は
専
売
制
度

史
と
し
て
の
研
究
が
あ
り
、
か
な
り
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
産
業
史
の
流
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
、
本
書
の
著
者
の
よ
う
に
宋
代

に
お
け
る
「
社
会
的
分
業
」
、
す
な
わ
ち
生
産
部
門
あ
る
い
は
職
業
の
多
種
多

様
な
分
化
(
職
人
世
界
の
成
立
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
)
を
基
本
的
な
座
標
軸

と
し
て
設
定
す
る
こ
と
は
、
一
見
、
過
去
の
研
究
業
績
の
中
で
既
に
使
い
古
さ

れ
た
よ
う
に
見
え
つ
つ
も
、
実
際
に
こ
れ
と
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
研
究
は
意

外
に
少
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
観
点
に
絞
っ
て
回
駁
し
て
み
る
と
、
上
述
の
研

究
業
績
は
、
本
来
的
に
は
科
学
技
術
史
、
商
業
史
、
財
政
制
度
史
に
そ
れ
ぞ
れ

の
出
発
点
を
も
っ
て
い
て
、
著
者
が
特
に
精
力
的
に
分
析
を
行
っ
た
よ
う
な
経

.
ノ

営
形
態
を
扱
っ
た
も
の
と
な
る
と
、
官
営
の
塩
業
・
監
業
な
ど
に
関
す
る
も
の

が
あ
る
程
度
で
、
そ
の
ほ
か
で
は
、
農
村
副
業
で
あ
る
衣
料
生
産
に
つ
い
て
の

周
藤
吉
之
・
柳
田
節
子
の
諸
氏
の
研
究
が
多
少
関
係
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ

だ
け
に
、
著
者
が
酒
・
茶
・
金
属
器
な
ど
の
製
造
・
加
工
業
お
よ
び
漁
業
に
つ

い
て
本
書
で
考
察
し
、
明
ら
か
と
し
た
成
果
は
、
大
い
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。な

お
、
本
書
で
使
用
さ
れ
た
史
料
に
つ
い
て
、
ふ
れ
て
お
く
と
、
末
代
社
会

経
済
史
研
究
に
お
い
て
は
、
従
来
「
安
全
要
輯
稿
」
を
は
じ
め
と
す
る
王
朝
が

整
理
し
残
し
た
史
話
が
主
に
使
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
第

一
編
第
一
・
五
章
や
第
三
編
第
一
二
一
・
四
章
な
ど
で
、
「
夷
堅
志
」
　
を
中
心
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と
す
る
筆
記
小
説
類
を
史
料
と
し
て
多
く
利
用
し
て
い
る
。
中
国
史
の
場
合
、

日
本
史
な
ど
の
よ
う
に
寺
社
あ
る
い
は
私
家
の
文
書
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
庶
民
の
生
活
・
生
産
の
実
態
に
迫
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る

が
、
著
者
は
r
夷
堅
志
-
な
ど
に
み
ら
れ
る
産
業
史
関
連
の
断
片
的
な
記
述
を

拾
い
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
陰
路
の
突
破
を
試
み
て
い
る
バ

さ
て
、
本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
章
　
宋
代
産
業
経
済
史
の
研
究
と
課
題

第
一
霜

第
二
革

第
二
革

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
二
霜

第
二
早

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
三
編

第
二
革

第
二
章

補
論

末
代
の
農
畜
産
物
加
工
業

農
村
酒
造
業

都
市
酒
造
業

北
宋
の
水
密
茶
専
売

北
宋
茶
市
場
の
分
析

屠
殺
・
食
肉
葉

栗
代
の
金
属
加
工
業

金
銀
細
工
業

銅
紙
工
業

製
鉄
業
と
鉄
加
工
業

北
宋
京
東
路
の
椎
鉄
法

宋
代
の
漁
業

漁
民
と
漁
法
・
漁
具

江
南
の
淡
水
養
魚
業

中
国
養
魚
技
術
の
伝
統

第
三
革
　
新
東
の
沿
岸
漁
場

第
四
茸
　
漁
獲
物
の
商
品
流
通

終
章
　
宋
代
産
業
の
発
達
と
諸
特
質

以
下
、
各
編
に
つ
い
て
私
見
を
交
え
つ
つ
内
容
を
紹
介
す
る
が
、
序
章
と
終
章

を
除
い
た
各
章
は
既
に
諸
誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
各
章
を
逐
一

紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
焦
点
を
で
き
る
だ
け
絞
っ
た
形
で
整
理
し
て
み
た
い
。

二

第
一
編
、
「
宋
代
の
農
畜
産
物
加
工
業
」
　
で
は
、
酒
造
業
・
茶
業
・
屠
殺
業

の
三
業
種
が
取
上
げ
ら
れ
、
農
産
物
加
工
業
の
生
産
形
態
あ
る
い
は
仕
事
場
の

経
営
内
容
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
著
者
が

こ
れ
ら
を
農
村
か
都
市
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
内
容
に
差
違
を
見
出
そ
う
と

努
め
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
特
に
酒
造
業
に
つ
い
て
は
、
専
売
制
度
の
視

角
か
ら
既
に
武
田
金
作
・
曽
我
部
静
雄
・
大
崎
富
士
夫
の
諸
氏
に
よ
っ
て
論
述

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
著
者
の
場
合
は
、
「
社
会
的
分
業
」
の
観
点

か
ら
酒
造
業
の
経
営
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
し
て
い
る
点
、
非
常
に
興
味
深
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
酒
造
業
の
う
ち
で
も
特
に
著
者
の
独
自
性
が
よ
く

現
れ
て
い
る
第
一
葦
、
「
農
村
酒
造
業
」
を
取
上
げ
て
み
た
い
。

著
者
に
よ
れ
ば
農
村
の
酒
造
業
は
、
ま
ず
農
家
の
自
家
醸
造
か
ら
始
ま
る
。

こ
の
例
と
し
て
は
、
農
村
で
冠
婚
葬
祭
用
ま
た
は
農
作
物
の
時
に
供
応
す
る
白

酒
を
自
醸
す
る
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
自
家
醸

造
の
余
剰
分
を
零
細
販
売
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て

農
民
が
副
業
的
に
醸
造
を
行
う
ほ
か
、
細
民
・
寡
婦
な
ど
農
村
か
ら
疎
外
さ
れ

た
者
が
、
糊
口
の
資
を
得
る
た
め
の
余
業
と
し
て
醸
造
と
販
売
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
、
r
夷
堅
志
し
　
な
ど
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
三
の

形
態
と
し
て
、
同
じ
農
村
の
酒
造
で
も
農
村
市
場
地
の
村
市
に
存
在
す
る
飲
食

店
が
営
業
用
の
酒
を
醸
造
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
以
上
の
酒
造
の
段
階
・
形

態
は
、
い
ず
れ
も
手
工
業
以
前
の
も
の
、
つ
ま
り
農
村
の
家
内
仕
事
の
域
を
出

て
お
ら
ず
、
そ
の
交
易
も
村
内
と
そ
の
周
辺
に
限
ら
れ
た
局
地
的
な
も
の
で
あ
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っ
た
。ま

た
、
同
じ
く
農
村
に
は
、
買
撲
官
許
制
に
よ
る
酒
坊
が
存
在
し
た
。
こ
の

酒
坊
の
請
負
経
営
者
は
、
豪
民
・
豪
戸
・
豪
右
有
力
の
家
・
進
納
補
官
の
家
な

ど
と
呼
称
さ
れ
た
階
層
の
者
、
つ
ま
り
農
村
に
お
け
る
支
配
階
層
を
構
成
す
る

形
勢
戸
で
あ
っ
た
。
r
夷
堅
志
し
　
に
よ
る
と
そ
の
管
理
運
営
は
、
一
般
に
地
主

な
い
し
そ
の
家
族
、
ま
た
は
そ
の
代
理
の
管
理
人
(
幹
人
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
お
り
、
酒
坊
の
酒
造
職
人
ま
た
は
醸
造
の
心
得
の
あ
る
家
僕
・
坊
僕
は
、
経

営
主
で
あ
る
地
主
と
主
僕
の
間
柄
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
著
者
は
、
地
主
の
荘
園

機
構
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
酒
坊
の
建
物
の
中

に
は
、
専
用
の
竃
を
始
め
と
す
る
醸
造
設
備
が
設
け
ら
れ
、
酒
塩
・
甑
・
綿
な

ど
の
各
種
醸
具
頬
、
さ
ら
に
酒
麹
・
燃
料
な
ど
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。

酒
坊
経
営
の
実
態
と
し
て
は
、
富
豪
地
主
が
営
利
を
ね
ら
っ
て
種
々
運
営
上

の
策
略
を
め
ぐ
ら
し
た
こ
と
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
酒
坊
経
営
者
が
、
中
央

と
地
方
の
官
府
に
働
き
か
け
て
密
造
や
脱
税
の
黙
認
を
画
策
し
た
こ
と
、
ま
た
、

人
口
稀
薄
な
地
域
、
す
な
わ
ち
酒
の
消
費
・
販
売
の
少
な
い
地
域
に
お
い
て
、

官
権
力
と
結
託
し
た
強
制
販
売
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
は
、
策
略
の
最
た
る
も

の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
買
撲
坊
場
法
に
つ
い
て
、
著
者
と
は
や
や
異
な
っ
た
視
点

か
ら
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
、
熊
本
崇
氏
の
「
椎
酒
を
め
ぐ
る
宋
の
豪
民

-
　
買
撲
と
店
を
中
心
に
　
ー
　
」
(
r
集
刊
東
洋
学
」
　
四
一
、
一
九
七
九
年
)
が

あ
る
。
熊
應
氏
の
論
点
で
本
論
と
関
わ
る
点
の
一
つ
は
、
醸
造
・
販
売
な
ど
の

経
営
を
民
が
請
負
う
時
、
官
か
ら
ま
ず
要
求
さ
れ
る
抵
当
や
造
酒
に
要
す
る
費

用
な
ど
の
規
模
か
ら
、
彼
ら
民
戸
が
相
応
の
資
産
を
所
有
す
る
棄
民
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
点
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
酒
坊
・
酒
庫
な
ど
の
経
営
に
お
い

て
、
複
数
者
が
資
本
を
共
同
で
負
担
す
る
と
い
う
所
謂
、
連
財
合
本
の
慣
習
が

確
立
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
資
本
と
経
営
が
分
離
し
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
こ

と
を
諸
史
料
か
ら
推
測
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
著
者
の
見
解
と
比
較
し

て
み
る
と
、
買
撲
酒
坊
を
豪
民
が
請
負
う
も
の
と
捉
え
る
点
で
は
共
通
し
て
い

る
が
、
そ
の
経
営
形
態
に
つ
い
て
は
、
両
氏
の
把
握
の
問
に
食
い
違
い
が
見
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る
。
熊
本
氏
の
場
合
、
合
本
の
慣
習
を
重
視
し
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
、
資
本
・
経
営
の
分
離
と
な
ら
ん
で
、

宮
崎
市
定
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
(
「
中
国
近
世
に
お
け
る
生
業
資
本
の
貸
借

に
つ
い
て
」
、
「
合
本
組
織
の
発
達
」
、
「
ア
ジ
ア
史
研
究
第
三
」
所
収
)
、
氏
の

宋
代
近
世
説
の
論
拠
の
一
つ
と
も
な
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
熊
本
氏
に
あ

っ
て
は
宮
崎
説
に
立
脚
し
た
展
望
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
的
な
要
素
を
帯
び
た

宋
代
社
会
像
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
「
酒
坊
の
設
置
者
自
身
、
ま
た
は
そ
の
身
内
に
よ

っ
て
管
理
運
営
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
時
に
は
別
に
管
理
人
と
し
て
幹

人
を
置
い
て
い
る
」
(
二
六
頁
)
と
述
l
空
結
論
と
し
て
買
撲
坊
場
に
お
い
て

は
、
「
家
内
工
業
的
な
形
態
を
採
っ
て
行
わ
れ
」
(
三
五
頁
)
、
「
農
業
経
営
か
ら

分
離
独
立
し
た
専
業
的
な
企
業
で
は
な
か
っ
た
」
(
同
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
も
本
書
の
場
合
、
こ
の
買
撲
坊
場
と
な
ら
ん
で
、
農
村
で
こ
れ
と
同
時
に

存
在
し
た
各
農
家
の
家
内
仕
事
と
し
て
の
酒
造
業
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
と
す
れ
ば
、
著
者
の
見
解
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
周
藤
吉
之
氏
(
「
南
栗
の
苧
麻
布
生
産
と
そ
の
流
通
過
程
」
、
「
宋
代
経
済

史
研
究
」
所
収
)
と
柳
田
節
子
氏
(
「
宋
代
拓
村
下
等
戸
の
生
計
」
、
r
窯
元
古

村
制
の
研
究
し
所
収
)
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
苧
麻
布
あ
る
い
は
下
級
品

織
物
の
生
産
を
副
業
と
し
て
い
た
農
家
の
存
在
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
宋

°

°

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

°

°

代
の
都
市
に
お
け
る
商
工
業
の
発
展
と
は
別
に
、
良
材
に
お
け
る
副
菜
と
し
て

の
酒
造
業
の
存
在
を
本
書
が
実
証
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
代
に
お
い
て
農
業

と
副
業
の
手
工
業
と
が
謡
国
に
結
合
し
て
い
る
状
態
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、
宋
代
の
「
生
産
・
商
工
業
の
発
展
が
、
結
局
は
伝
統
秩
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序
の
再
編
を
も
た
ら
し
、
生
産
技
術
や
生
産
体
制
の
限
本
的
な
(
近
代
的
な
)

改
革
を
導
き
出
さ
な
か
っ
た
と
い
う
側
面
も
、
発
展
の
側
面
と
同
等
に
評
価
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
斯
波
義
信
氏
の
把
握
(
「
商
工
業
と
都
市
の

先
賢
」
、
r
岩
波
講
座
世
界
歴
史
九
」
所
収
、
四
二
一
頁
)
に
も
繋
が
る
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
結
果
と
し
て
、
著
者
と
熊
本
氏
の
酒
造
業
に
つ
い
て
の
捉

え
方
に
大
き
な
差
違
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
l
。

三

第
二
編
、
「
宋
代
の
金
属
加
工
業
」
。
従
来
の
宋
代
史
研
究
に
お
け
る
金
属
関

係
の
論
文
を
脩
敢
し
て
み
る
と
、
鉱
業
技
術
・
鉱
産
領
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て

日
野
開
三
郎
・
中
嶋
故
・
吉
田
光
邦
ら
諸
氏
の
業
績
が
あ
り
、
ま
た
鉱
山
経
営

に
つ
い
て
も
千
葉
突
氏
の
研
究
が
存
在
す
る
。
つ
い
で
鉱
産
物
加
工
の
面
で
は
、

鍔
銭
・
武
器
製
造
と
い
っ
た
官
営
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
、
千
葉
・
吉
田
氏
お

よ
び
著
者
(
「
宋
代
の
官
営
武
器
工
業
」
、
r
史
学
研
究
三
十
周
年
記
念
論
叢
」

所
収
。
な
お
本
書
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
)
が
分
析
を
加
え
て
い
る
が
、
本

編
で
取
扱
わ
れ
た
の
は
、
こ
れ
以
外
の
各
種
の
蓉
修
的
・
日
常
的
な
金
属
加
工

・
細
工
品
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
金
・
銀
・
嗣
・
鉄
の
加
工
業
に
つ

い
て
検
討
し
た
第
一
～
三
幸
か
ら
、
著
者
の
論
点
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
加
工
業
を
通
し
て
、
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
加
工

技
術
が
各
加
工
業
自
体
の
中
で
分
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
金
銀
の

場
合
で
は
、
鎚
金
(
金
銀
の
板
を
打
鎚
し
て
造
形
す
る
)
、
彫
金
(
鎚
金
し
て

製
作
し
た
器
物
の
表
面
に
文
様
を
彫
り
つ
け
る
)
、
鍍
金
(
金
銀
、
特
に
金
を

溶
解
し
、
そ
れ
で
も
っ
て
器
物
を
表
面
装
飾
す
る
)
、
箔
押
し
な
ど
の
四
分
野

に
分
化
し
て
い
た
。
銅
器
製
作
に
つ
い
て
も
、
熔
解
、
他
金
属
と
の
合
金
、
鋳

造
(
鋳
型
を
作
り
、
そ
こ
へ
熔
解
し
た
原
銅
を
流
し
込
む
)
、
鍍
金
装
飾
に
よ

る
仕
上
げ
な
ど
の
各
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
鉄
の
加
工
も
鋼
加
工

と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
吉
田
氏
(
「
宋
代
の
技
術
」
、
「
中
国
科

学
技
術
史
論
集
」
所
収
)
ら
に
よ
っ
て
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

こ
で
は
触
れ
な
い
。

さ
て
、
以
上
の
技
術
分
化
に
も
増
し
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
金
属
加
工

業
の
経
営
形
態
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
著
者
が
日
本
職
人
史
研
.
究
の
遠
藤
元

男
氏
の
業
績
を
、
中
国
産
業
史
上
に
あ
て
は
め
て
考
察
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

末
代
と
対
応
す
る
時
代
と
も
い
う
べ
き
日
本
中
世
の
手
工
業
の
経
営
形
態
に
つ

い
て
、
遠
藤
氏
の
r
日
本
職
人
史
の
研
究
し
(
全
六
冊
、
一
九
八
五
年
)
に
よ

っ
て
そ
の
概
略
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
日
本
で
は
古
代
か
ら
封
建
制
的
な

中
世
へ
の
社
会
転
換
に
と
も
な
っ
て
、
手
工
業
も
原
始
諸
産
業
あ
る
い
は
農
業

と
結
び
つ
い
た
家
内
仕
事
か
ら
、
賃
仕
事
の
段
階
へ
と
移
っ
た
。
賃
仕
事
上
は
、

そ
の
技
術
者
は
原
料
品
を
も
た
ず
、
註
文
老
そ
し
て
同
時
に
そ
の
消
費
者
で
あ

る
取
客
か
ら
の
原
料
品
の
提
供
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
加
工
労
働
に
従
事

し
、
そ
の
報
償
と
し
て
賃
銭
を
得
る
、
と
い
う
も
の
で
、
さ
ら
に
そ
の
加
工
労

働
の
形
態
か
ら
、
H
賃
仕
事
人
が
一
定
期
間
そ
の
仕
事
の
あ
る
家
に
招
か
れ
て
、

°

　

°

そ
の
顧
客
が
満
足
す
る
ま
で
そ
こ
に
留
ま
っ
て
仕
事
を
す
る
出
職
、
H
賃
仕
事

人
が
彼
の
住
居
の
一
部
ま
た
は
傍
ら
に
自
身
の
仕
事
場
を
も
ち
、
顕
客
か
ら
原

°

　

°

料
を
あ
て
が
わ
れ
て
、
そ
れ
に
加
工
し
て
手
間
を
得
る
居
職
、
の
二
つ
に
分
類

さ
れ
た
。
賃
仕
事
は
鎌
倉
・
室
町
・
江
戸
期
の
基
本
的
な
生
産
様
式
・
手
工
業

の
経
営
形
態
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
発
展
過
程
に
お
い
て
、
賃
仕
事
と
は
別
の
新

し
い
経
営
形
態
で
あ
る
代
金
仕
事
が
分
化
し
、
並
行
し
て
進
ん
だ
。
代
金
仕
事

は
、
都
市
を
背
景
と
し
て
手
工
業
生
産
物
へ
の
需
要
が
高
ま
っ
て
、
そ
の
技
術

者
自
身
が
所
持
し
て
い
る
道
具
の
ほ
か
に
、
多
少
の
原
料
を
準
備
し
、
お
お
よ

そ
の
需
要
へ
の
見
通
し
を
も
っ
て
加
工
ま
た
は
製
作
し
、
で
き
あ
が
っ
た
も
の
　
7
1

を
商
品
と
し
て
一
定
の
価
格
で
販
売
す
る
、
と
い
う
も
の
で
、
工
業
部
門
に
よ



っ
て
異
な
る
が
一
般
的
に
は
十
五
世
紀
の
室
町
期
に
は
み
ら
れ
た
。

以
上
の
遠
藤
氏
の
成
果
が
有
効
に
援
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
編
の
中
で
最

近
年
(
一
九
八
六
年
)
に
発
表
さ
れ
た
第
一
章
で
あ
る
。
著
者
は
金
銀
細
工
職

人
の
経
営
形
態
を
、
賃
仕
事
と
代
金
仕
事
と
に
分
け
て
検
証
⊥
て
い
る
。
ま
ず

賃
仕
事
に
つ
い
て
は
、
出
職
・
居
職
に
分
類
し
て
史
料
を
提
示
し
て
い
る
が
、

ど
ち
ら
の
場
合
も
職
人
は
多
く
銀
匠
と
称
さ
れ
、
細
工
仕
事
の
内
容
は
主
と
し

て
鎚
金
・
彫
金
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
代
金
仕
事
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
史

料
で
は
、
鏑
金
匠
の
、
鍍
金
・
箔
押
し
の
技
法
に
よ
る
金
装
飾
関
係
の
仕
事
が

中
心
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
金
箔
の
製
造
・
販
売
を
専
門
と
す
る
者
も
い
た
。

つ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば
、
材
料
と
し
て
金
銀
を
比
較
的
大
量
に
使
う
器
物
(
し

た
が
っ
て
、
よ
り
高
級
品
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
)
は
賃
仕
事
に
よ
っ
て
行
わ

れ
、
逆
に
金
箔
・
金
線
・
金
粉
な
ど
の
よ
う
に
材
料
が
僅
少
で
す
む
も
の
は
主

に
代
金
仕
事
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
、
と
図
式
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
前
者
の
註
文
者
が
、
お
お
む
ね
官
僚
・
富
豪
・
寺
観

と
い
っ
た
富
裕
層
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
の
装
飾
・
細
工
品
は
、
生
産
者

の
直
接
販
売
だ
け
で
な
く
、
商
人
に
よ
っ
て
も
販
売
さ
れ
、
上
は
皇
族
・
士
大

夫
層
か
ら
下
は
庶
民
、
は
て
は
遊
侠
無
頼
の
徒
に
至
る
ま
で
普
及
し
て
い
た
。

同
様
の
分
析
視
角
で
銅
・
鉄
の
加
工
業
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ

の
形
態
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
残
念
な
が
ら
第
二
・
三
章
で

は
明
確
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
一
九
六
八
年
(
第
二
章
)
・
一
九
七
六

年
(
第
三
章
)
と
、
い
ず
れ
も
第
一
章
よ
り
か
な
り
泊
っ
た
時
期
に
発
表
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
金
属
加
工
業
に
対
す
る
著
者
の
構
想
に
も
段
階
的
変
化
が
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
銅
製
品
が
、
禁
制
品
で
あ
る
た
め
に
官

僚
・
富
家
の
庇
護
を
受
け
て
遠
隔
地
間
に
流
通
し
、
局
地
的
な
取
引
と
し
て
も

大
都
市
に
お
い
て
店
舗
販
売
と
負
坂
に
よ
る
販
売
が
み
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
、

鉄
製
器
具
も
、
日
常
品
と
し
て
都
市
・
農
村
一
円
に
ひ
ろ
く
普
及
し
、
小
売
店

や
負
阪
者
に
よ
っ
て
売
捌
か
れ
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
銅
・
鉄
の
両
加
工
業

と
も
商
品
生
産
・
流
通
の
段
階
に
達
し
て
い
た
こ
と
が
、
両
章
に
お
い
て
説
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
終
章
に
て
、
「
都
市

の
金
属
加
工
業
に
お
い
て
も
、
金
銀
細
工
業
の
場
合
は
註
文
生
産
を
主
体
と
し

た
賃
仕
事
が
主
流
を
占
め
た
の
に
対
し
て
、
銅
・
鉄
を
原
料
と
す
る
鋳
物
・
鍛

冶
業
の
場
合
は
、
顧
客
販
売
を
目
的
と
し
た
代
金
仕
事
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ

手
工
業
生
産
が
営
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
営
形
態
の
分
化
は
、
曹
捗
的
な

金
属
器
・
服
飾
品
と
日
常
的
な
生
活
・
生
産
用
具
で
あ
る
鋳
物
・
打
物
製
品
に

対
す
る
社
会
的
な
需
要
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
」
(
四

一
三
頁
)
と
い
う
概
括
は
妥
当
な
評
価
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四

第
三
編
、
「
宋
代
の
漁
業
」
。
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
従
来
研
究
が
乏
し
く
、

著
者
は
そ
の
。
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
の
役
割
を
担
ち
て
お
り
、
本
編
は
そ
の
意
味

で
き
わ
め
て
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
t
か
も
本
編
で
は
、
漁
民
・
漁
村
・
漁
法

か
ら
内
水
面
・
海
水
面
別
の
漁
業
の
実
態
、
そ
し
て
流
通
・
販
売
に
至
る
ま
で

が
通
し
て
述
.
へ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
宋
代
産
業
史
に
お
い
て
、
あ
る
一
つ
の
物

流
の
全
過
程
を
解
明
し
た
、
い
わ
ば
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
典
型
と
し
て
も
評

価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
草
ご
と
に
紹
介
し
て
い
く
と
、
ま
ず
第
二
早
で
は
、
漁
民
と
漁
法
に

つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
余
業
ま
た
は
副
業
と
し
て
漁
業
に
従
事
す

る
者
が
農
村
に
散
居
し
て
い
た
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
江
南
内
陸
畠
の
河
川
・

湖
沼
の
沿
岸
お
よ
び
沿
海
諸
地
域
に
は
漁
業
を
生
業
と
す
.
る
専
業
漁
民
が
存
在

し
た
。
そ
し
て
彼
ら
漁
民
は
、
数
十
戸
な
い
し
数
百
戸
果
屈
し
て
一
つ
の
漁
村

を
形
成
し
、
共
同
し
て
生
活
し
て
い
た
。
漁
法
に
つ
い
て
は
、
釣
漁
法
、
抄
網
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・
施
網
・
曳
網
の
網
漁
法
、
掻
掘
・
笠
漁
∵
突
漁
・
潜
水
漁
な
ど
の
よ
り
原
始

的
な
漁
法
、
梁
漁
∴
払
漁
・
課
漁
な
ど
の
特
殊
漁
法
の
四
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
著
者
は
、
後
世
の
主
要
な
漁
法
と
漁
具
は
ほ
ぼ
宋
代
に
出
そ
ろ
い
、

そ
れ
ら
が
各
地
に
普
及
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
駆
使
す
る
専
業
漁
民
の

粟
居
、
す
な
わ
ち
漁
村
が
広
範
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
な
ど
は
唐
代
ま
で
に
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
現
象
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

.
つ
い
で
第
二
章
で
は
、
淡
水
養
魚
業
が
宋
代
に
飛
躍
的
に
発
達
し
た
こ
と
が

述
.
へ
ら
れ
て
い
る
。
品
種
と
し
て
は
従
来
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
鯉
以
外
に
.
・

鋭
・
錯
・
錘
・
烏
な
ど
四
品
種
が
選
択
飼
育
さ
れ
た
。
淡
水
養
魚
業
者
は
、
江

西
路
江
川
に
お
け
る
稚
魚
の
捕
獲
、
幼
魚
の
中
間
育
成
を
専
門
と
す
る
「
種
苗
」

関
係
の
者
と
、
江
東
・
江
西
・
前
菜
・
福
建
諸
路
の
山
間
部
で
、
幼
魚
(
お
お

む
ね
江
川
産
の
も
の
)
か
ら
食
用
魚
へ
の
地
中
養
殖
を
専
門
と
す
る
者
と
に
分

業
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
養
殖
事
業
は
主
と
し
て
、
在
地
の
地
主
層
が
現
金
収

入
を
目
的
に
行
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
内
水
面
漁
業
に
お
け

る
漁
業
の
占
有
、
魚
利
銭
の
教
収
な
ど
の
問
題
に
関
し
て
は
、
既
に
中
村
治
兵

衛
氏
の
「
宋
代
の
魚
税
・
魚
利
銭
と
漁
場
」
(
r
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
」
七
六
、

一
九
七
五
年
)
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
沿
岸
漁
業
に
つ
い
て
、
「
砂
岸
銭
」
問
題
を
通
し
て
考
察
し
た
の
が

第
三
章
で
あ
る
。
沿
岸
漁
業
は
と
く
に
前
菜
の
明
・
温
・
越
・
台
の
沿
海
四
州

イ
シ
モ
チ
　
　
　
　
マ
ナ
カ
ツ
オ
　
　
　
シ
ナ
ビ
ラ
′
　
　
　
シ
ナ
エ
ツ

で
盛
ん
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
春
夏
に
は
石
首
魚
・
組
鰭
・
比
目
魚
・
黛
な

ど
が
漁
船
で
捕
獲
さ
れ
、
冬
に
は
定
置
網
漁
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
干

潮
時
に
干
潟
化
す
る
浅
海
域
に
お
い
て
貝
類
の
増
殖
も
行
わ
れ
て
い
た
。
つ
ぎ

に
、
r
宝
慶
四
明
志
」
・
「
開
慶
四
明
続
志
」
・
呉
港
r
許
国
公
奏
議
」
　
な
ど

の
史
料
に
よ
っ
て
、
南
宋
中
期
明
州
に
お
い
て
特
定
の
海
岸
・
入
江
に
位
置
す

る
沿
岸
漁
場
の
占
有
権
が
既
に
成
立
し
、
そ
れ
を
公
認
す
る
形
で
「
砂
岸
銭
」

を
徴
収
し
、
さ
ら
に
は
当
時
の
保
伍
法
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
漁
村
に
「
団

結
」
組
織
の
結
成
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
検
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
断
東

の
沿
岸
漁
場
の
占
有
者
(
砂
主
)
　
は
、
い
ず
れ
も
巨
室
・
豪
家
・
大
家
上
戸
な

ど
豪
強
の
家
で
、
生
産
の
面
で
は
沿
岸
漁
場
に
お
け
る
漁
獲
物
の
出
荷
市
場
を

独
占
し
て
、
漁
民
か
ら
種
々
の
名
目
で
金
銭
や
現
物
を
徴
収
し
、
流
通
の
面
で

は
そ
の
販
路
を
独
占
す
る
海
産
物
商
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

最
後
に
第
四
章
で
は
、
漁
獲
物
の
商
品
流
通
を
取
上
げ
、
第
一
～
三
章
で
明

ら
か
に
さ
れ
た
地
方
産
業
と
し
て
の
漁
業
の
成
長
を
裏
づ
け
て
い
る
。
ま
ず
鮮

魚
類
に
つ
い
て
は
、
漁
民
自
ら
が
消
費
者
に
直
接
売
捌
い
た
り
、
近
く
の
村
市

・
城
市
に
持
ち
込
ん
で
販
売
し
た
り
す
る
ほ
か
、
よ
り
広
範
な
流
通
形
態
と
し

て
、
府
州
城
や
首
都
な
ど
の
種
々
の
形
態
の
小
売
商
に
対
し
て
、
漁
獲
地
の
魚

商
人
が
運
搬
・
供
給
し
て
お
り
、
さ
ら
に
両
所
・
江
東
の
一
部
の
都
市
で
は
、

魚
種
別
に
取
扱
う
卸
売
市
場
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
他
方
、
腐
敗
し
や
す
い
鮮

魚
と
は
別
に
、
遠
隔
地
商
品
と
し
て
塩
魚
・
乾
魚
が
製
造
さ
れ
て
い
た
。
と
り

わ
け
海
水
魚
関
係
の
そ
れ
は
流
通
範
囲
が
広
く
、
取
引
額
も
大
き
か
っ
た
よ
う

で
、
客
商
に
よ
っ
て
諸
都
市
に
販
達
さ
れ
、
臨
安
府
で
は
小
売
商
へ
の
仲
介
業

務
を
す
る
牙
人
の
「
贅
団
」
な
る
同
業
組
合
が
結
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
塩
魚

は
こ
の
ほ
か
に
、
か
な
り
零
細
な
負
版
と
し
て
、
私
塩
を
伴
っ
て
江
西
・
福
建

の
山
間
僻
地
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
。

五

な
お
、
商
人
あ
る
い
は
手
工
業
者
の
仲
間
的
結
合
の
組
織
で
あ
る
「
行
」
・

「
作
」
は
、
宋
代
に
お
け
る
産
業
の
発
達
と
関
連
し
た
問
題
で
あ
る
が
、
加
藤

繁
氏
以
来
、
内
外
の
研
究
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
野

寺
郁
夫
氏
の
「
宋
代
に
お
け
る
郡
市
の
商
人
組
織
「
行
L
に
つ
い
て
」
(
r
金
沢

大
学
法
文
学
部
論
集
」
史
学
篇
一
三
、
一
九
六
五
年
)
お
よ
び
著
者
の
「
宋
代
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の
工
匠
と
そ
の
組
織
」
(
r
東
方
学
」
三
三
、
一
九
]
ハ
七
年
)
・
「
北
宋
の
免
行

銭
に
つ
い
て
　
ー
　
宋
代
商
人
組
合
r
行
」
　
の
一
研
究
　
-
　
」
(
r
同
」
三
八
、
一

九
六
九
年
)
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
官
主
導
に
よ
る
上
か
ら
つ
く
ら
れ
た

組
織
で
あ
っ
て
、
自
主
・
自
治
性
と
い
っ
た
も
の
が
稀
薄
で
あ
る
と
評
価
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
西
洋
史
上
の
ギ
ル
ド
等
と
比
較
し
た
場
合
、
中
国
史

特
有
の
事
象
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
最
近
「
行
」
に
つ

い
て
特
に
権
力
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
観
点
か
ら
見
直
し
た
日
野
開
三
郎
氏

は
、
「
官
側
が
官
庁
用
の
物
資
調
達
の
供
給
源
た
る
こ
と
に
行
の
効
用
を
認
め

て
き
た
長
年
の
接
触
関
係
」
を
検
証
し
っ
つ
も
、
r
都
城
紀
勝
」
　
や
r
夢
梁
録
」

に
て
「
行
」
を
官
用
晶
供
給
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
と
言
い
切
っ
て
い
る
記

事
に
つ
い
て
、
「
官
と
行
と
の
接
触
関
係
に
見
ら
れ
る
長
年
の
実
態
か
ら
出
て

来
た
行
の
受
取
り
方
で
あ
っ
て
、
行
が
官
の
手
で
生
み
出
さ
れ
整
え
ら
れ
て
来

た
も
の
で
あ
る
と
の
立
証
史
料
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」
(
い
ず
れ
も
「
唐
宋

時
代
に
お
け
る
商
人
組
合
「
行
-
に
つ
い
て
の
再
検
討
」
、
「
日
野
開
三
郎
東
洋

史
学
論
集
」
第
七
巻
所
収
、
四
四
八
頁
)
と
、
従
来
の
評
価
に
限
定
を
付
し
て

い
る
。
本
書
で
は
、
「
行
」
・
「
作
」
に
つ
い
て
、
第
一
編
第
二
二
二
・
四
章
、

第
二
編
第
一
章
、
第
三
編
第
四
章
に
お
い
て
断
片
的
に
触
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

著
者
の
前
掲
二
論
文
も
収
録
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
書
が
手
工
業
を
主
要
分

析
対
象
と
し
て
い
る
以
上
、
終
章
に
て
↓
行
」
　
へ
の
論
及
を
避
け
た
の
も
、
あ

る
意
味
で
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
日
野
氏
の
指
摘
に
対
す
る
著
者
の
見

解
は
、
本
書
の
範
囲
内
で
は
窺
わ
れ
な
い
が
、
「
作
」
に
つ
い
て
従
来
の
著
者

の
論
旨
を
終
章
に
記
載
し
つ
つ
、
「
行
」
を
含
め
た
再
検
討
が
泌
要
で
あ
る
と

書
き
添
え
て
お
り
、
こ
の
点
、
著
者
の
今
後
の
研
究
に
注
目
し
た
い
。

六

以
上
、
大
.
ま
か
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
各
章
と
も
史
料
が
博
捜

さ
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
実
証
的
な
研
究
成
果
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
本
書
を

通
読
し
て
の
感
想
を
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、
著
者
の
多
年
の
研
究
成
果
と
蓄
積
を
纏
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

著
者
の
宋
代
産
業
史
像
の
、
前
後
の
時
代
と
つ
な
げ
て
の
理
解
、
概
括
的
展
望

を
こ
の
際
、
示
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
気
が
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
手
工
業

生
産
の
「
量
的
な
発
展
を
可
能
に
し
た
質
的
な
発
展
段
階
」
(
四
一
一
頁
)
が
、

よ
り
具
体
的
に
理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
三
編
の
漁
業
に

限
れ
ば
、
相
当
程
度
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
第
一
二
一
編
の
各
加
工
業
に
つ
い

て
も
同
様
に
知
り
た
い
と
思
う
の
は
、
評
者
だ
け
の
希
望
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
著
者
が
選
び
出
し
て
分
析
し
た
酒
・
茶
・
内
・
金
・
銀
・
銅
・
鉄
の

加
工
業
お
よ
び
漁
業
の
計
八
業
種
そ
れ
ぞ
れ
が
、
他
の
加
工
業
あ
る
い
は
諸
産

業
の
中
で
、
一
体
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
説
明
が
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
宋
代
社
会
、
産
業
に

お
い
て
先
進
的
な
も
の
か
、
後
進
的
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
一
般
的
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
選
び
出
さ
れ
た
業
睦
の
意
義
を
歴
史
的

に
理
解
す
る
た
め
に
は
ぜ
ひ
と
も
ほ
し
い
説
明
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
書

で
は
、
わ
ず
か
に
金
銀
と
鋼
鉄
が
蕾
拶
的
か
日
常
的
か
の
差
に
よ
っ
て
相
対
的

に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

そ
の
他
、
紹
か
い
点
で
あ
る
が
、
第
一
編
第
二
早
に
お
い
て
、
買
撲
酒
坊
の

経
営
者
と
坊
僕
と
が
「
主
掟
の
関
係
」
に
あ
っ
た
と
述
.
へ
ら
れ
て
い
る
(
二
五

頁
)
が
、
こ
の
「
主
快
の
関
.
係
」
と
は
、
例
え
ば
仁
井
田
提
氏
が
、
窯
元
時
代

の
地
主
佃
戸
関
係
に
見
出
し
た
「
主
僕
の
分
」
と
同
様
の
身
分
的
隷
属
性
を
も

っ
た
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
引
用
史
料
(
「
夷
堅
志
し
)

°

　

　

　

　

　

　

　

　

°

で
は
、
「
家
僕
」
・
「
坊
僕
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
経
営
主
と
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の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
く
、
文
字
通

り
に
「
主
掟
」
と
表
現
さ
れ
た
だ
け
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
ま
た
逆
に
、
「
酒

坊
の
人
的
組
織
は
、
地
主
の
荘
園
巨
富
の
鞍
横
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
構
成
さ

れ
て
い
た
」
二
一
七
頁
)
と
書
き
準
え
ら
れ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
仁
井
田
氏

の
理
解
が
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
顧
れ
る
。
学
界
で
特

別
の
喜
味
づ
け
の
あ
る
用
語
だ
け
に
、
そ
の
使
用
に
際
し
て
、
も
う
少
し
詳
し

い
説
明
を
加
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

木
評
に
あ
た
っ
て
は
、
本
書
全
体
の
結
論
に
直
接
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
部

分
、
あ
る
い
は
他
論
文
と
の
対
比
が
興
味
深
い
と
こ
ろ
の
み
を
取
上
げ
る
と
い

う
形
を
と
っ
た
た
め
、
各
編
に
お
い
て
当
然
紹
介
す
べ
く
し
て
紹
介
で
き
な
か

っ
た
茸
が
多
数
の
こ
っ
た
。
さ
ら
に
、
著
者
の
精
緻
な
論
証
を
、
評
者
の
浅
学

の
故
に
曲
解
・
誤
解
し
た
と
こ
ろ
が
多
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
両
者
を
含

む
失
礼
の
数
々
に
つ
い
て
は
著
者
の
御
寛
怒
を
切
に
乞
う
次
第
で
あ
る
。

二
九
八
七
年
一
月
　
東
京
国
書
刊
行
会

A
5
判
　
四
一
九
頁
　
索
引
八
頁
一
一
〇
〇
〇
円
)

(
注
)
　
近
藤
一
成
氏
の
「
末
代
地
主
の
営
利
活
動
と
買
撲
坊
場
」
(
r
早
稲
田

大
学
大
学
院
文
学
研
究
持
紀
要
」
　
別
冊
一
、
一
九
七
四
年
)
　
に
お
い
て

も
、
「
資
本
と
経
営
の
分
離
は
、
こ
う
し
た
合
本
形
態
よ
り
、
地
主
経

営
内
の
地
主
と
幹
人
の
問
に
起
る
可
能
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
は
今
後
の
検
討
に
待
ち
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
章
は
近

藤
氏
の
予
想
を
裏
づ
け
る
こ
と
と
も
な
っ
て
い
る
。

(
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
)




