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石
橋
湛
山
氏
が
大
蔵
大
臣
を
さ
れ
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
石
橋
蔵
相
の
下
で
予
算
編
成
の
仕
事

を
し
て
い
た
。

そ
の
頃
、
私
の
生
れ
た
村
（
香
川
県
三
豊
郡
和
田
村
）
の
村
長
さ
ん
は
田
中
次
郎
と
い
う
人
で
あ
っ
た
。
田

中
家
一
統
は
、
私
の
村
で
も
金
持
の
方
で
あ
り
、
次
郎
氏
の
家
も
勿
論
そ
の
一
統
に
属
し
て
い
た
。
田
舎
の
地

主
と
い
う
地
主
が
農
地
改
革
を
契
機
と
し
て
家
運
が
傾
い
た
の
が
多
く
、
田
中
家
一
統
も
そ
の
例
外
で
は
な
い

が
、
村
長
さ
ん
の
家
だ
け
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
稍
々
傾
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
従
っ
て
住
居
や
庭
は
立

派
で
あ
っ
た
が
、
私
の
子
供
の
頃
か
ら
財
政
的
に
は
楽
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
村
長
さ
ん
か
ら
或

る
日
の
こ
と
、
私
宛
に
分
厚
な
封
書
が
届
け
ら
れ
た
。
半
ば
好
奇
心
も
手
伝
っ
て
開
い
て
み
る
と
、
こ
う
い
う

意
味
の
こ
と
が
し
た
た
め
て
あ
っ
た
。

「
自
分
の
う
ち
、
、

は
、
父
が
事
業
に
失
敗
し
た
の
で
、
当
時
中
学
に
在
学
し
て
い
た
自
分
は
退
学
し
た
。
大
き

い
土
蔵
や
物
置
は
売
り
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
。
使
っ
て
い
た
下
男
や
女
中
は
全
部
解
雇
し
た
。
事
業
に
失
敗
し

た
父
と
し
て
は
、
先
ず
こ
う
す
る
よ
り
他
お
家
再
建
の
糸
口
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
近
頃
の
世
相
を
み
て
い
る
と
、
国
は
惨
め
な
敗
戦
の
憂
き
目
を
み
た
の
に
、
義
務
教
育
は
六
・
三

制
と
や
ら
で
六
年
を
九
年
に
改
め
る
。
公
僕
た
る
役
人
の
数
は
ふ
え
る
。
国
有
財
産
を
思
い
切
っ
て
処
分
し
よ

う
と
い
う
勇
断
も
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
で
は
再
建
の
目
処
が
立
た
な
い
で
は
な
い
か
。

樫
の
木
の
養
分
が
足
ら
な
い
と
き
は
、
枝
や
葉
を
切
り
落
し
て
、
い
わ
ば
棒
樫
に
し
な
い
と
、
そ
の
樫
の
木

は
枯
れ
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
一
先
ず
棒
樫
に
す
る
こ
と
が
、
樫
の
木
の
命
を
救
い
、
や
が
て
年
月
が
経
つ
に

従
い
養
分
が
増
す
に
応
じ
て
枝
や
葉
を
つ
け
、
や
が
て
は
欝
蒼
た
る
大
木
に
成
長
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ら
つ
ら
現
在
の
世
相
を
み
て
深
憂
に
堪
え
な
い
。
敢
て
拙
文
を
綴
り
、
貴
君
を
通
し
て
大
蔵
大
臣
に
建
議
す

る
所
以
で
あ
る
。」

と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
の
平
凡
な
表
現
の
中
に
こ
も
る
財
政
の
哲
理
と
、
憂
国
の
至
情
に
打
た
れ
た

の
で
あ
る
。
間
も
な
く
蔵
相
官
邸
で
、
石
橋
さ
ん
に
そ
の
要
領
を
お
話
し
た
の
で
あ
る
が
、
石
橋
さ
ん
か
ら
、

こ
の
献
策
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
伺
う
暇
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
私
は
、
今
で
も
田
中
村
長
の
献
策
が
正
し
い
と
信
じ
て
い
る
。
簡
潔
に
財
政
の
哲
理
を
説
い
て
余
す

と
こ
ろ
が
な
い
。
唯
そ
の
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
中
央
、
地
方
の
財
政
が
、
田
中
村
長
の
指
向
す
る
方
向
に
外

れ
る
許
り
か
、
曲
っ
た
り
逆
も
ど
り
を
し
て
い
る
こ
と
に
痛
憤
を
禁
じ
得
な
い
。
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そ
れ
で
も
私
は
決
し
て
こ
の
問
題
を
投
げ
て
は
い
な
い
つ
も
り
だ
。
こ
の
哲
理
を
具
現
す
る
道
は
、
強
い
安

定
し
た
政
治
力
が
確
立
さ
れ
、
そ
の
政
治
力
を
賢
明
に
行
使
す
る
こ
と
が
絶
対
の
要
件
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

私
は
こ
の
哲
理
を
私
の
政
治
生
活
の
導
き
の
星
と
し
て
、
そ
の
具
現
の
た
め
に
私
の
一
生
を
傾
け
た
い
と
思
っ

て
い
る
。

安
く
つ
く
政
府

終
戦
後
芦
田
内
閣
が
成
立
し
、
同
郷
の
先
輩
矢
野
庄
太
郎
氏
が
大
蔵
大
臣
に
就
任
さ
れ
た
。
矢
野
さ
ん
は
、

大
蔵
省
に
初
登
庁
の
日
、
全
省
員
を
中
庭
に
集
め
て
一
場
の
訓
示
を
な
さ
れ
た
。
そ
の
訓
示
の
中
で
、
矢
野
さ

ん
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
。「
と
も
す
れ
ば
諸
君
は
役
所
の
白
紙
で
鼻
を
か
ま
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

ね
。
若
し
そ
の
紙
が
白
い
紙
で
而
も
役
所
の
紙
で
な
く
て
、
自
分
の
紙
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
果
し
て
そ

の
紙
で
鼻
を
か
む
か
ど
う
か
考
え
直
し
て
も
ら
い
た
い
。」
な
か
な
か
味
の
あ
る
訓
示
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、

聞
い
て
い
た
若
い
役
人
衆
に
ど
れ
ほ
ど
の
共
感
を
か
ち
得
た
か
は
判
ら
な
い
。

も
と
も
と
人
間
は
自
分
の
物
は
大
切
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
学
校
の
机
と
か
椅
子
と
か
は
粗
末
に
す
る
が
、
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自
分
の
机
や
椅
子
は
大
事
に
す
る
。
公
園
の
樹
木
は
平
気
で
切
り
倒
す
け
れ
ど
も
、
自
分
の
家
の
庭
木
は
大
事

に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
悪
い
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
然
し
人
間
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
そ

の
よ
う
に
不
都
合
に
出
来
上
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
お
金
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。
自
分
の
金
は
大

事
に
す
る
が
、
公
の
金
は
案
外
粗
末
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
の
お
金
と
か
、
公
共
団
体
の
お
金
と
か
、
会
社

の
お
金
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
は
浪
費
さ
れ
勝
ち
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
悪
い
事
に
は
違
い
な
い
が
、
我
々

が
日
常
経
験
す
る
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
ず
に
お
い
て
は
、
財
政
と
い
う
も
の
を
ま
と
も
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
財
政

と
い
う
こ
と
は
、
財
政
学
の
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
別
に
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
浪
費
さ
れ
易

い
公
の
金
を
ど
の
よ
う
に
有
効
に
使
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
が
財
政
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
儘
ほ
っ
て

お
け
ば
ど
う
し
て
も
粗
末
に
使
わ
れ
勝
ち
の
お
金
を
、
ど
う
し
て
有
効
に
活
用
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
財
政

制
度
の
ね
ら
い
が
あ
る
し
財
政
家
の
苦
心
も
あ
る
。
又
自
分
の
金
で
あ
れ
ば
大
事
に
す
る
。
国
民
か
ら
そ
の
大

切
で
あ
る
金
を
税
金
の
形
で
吸
い
上
げ
る
の
だ
か
ら
、
で
き
る
丈
税
金
を
少
く
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
財
政
の

ね
ら
い
が
あ
り
、
財
政
家
の
苦
労
も
あ
る
わ
け
だ
。
要
す
る
に
財
政
の
哲
理
は
税
金
を
少
く
す
る
こ
と
と
公
金

を
大
切
に
使
う
こ
と
に
尽
き
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
、
国
家
の
機
能
を
で
き
る
丈
制
限
し
て
、
市
民
社
会
に
よ
り
多
く
の
自
由
を
享
受
さ
せ

よ
う
と
し
た
こ
と
や
、
近
く
は
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
が
安
く
つ
く
政
府
（C

heap
governm

ent

）
を
作

り
上
げ
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
こ
と
も
、
煎
じ
つ
め
れ
ば
こ
の
財
政
の
哲
理
を
実
践
に
移
そ
う
と
い
う
苦
心

に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

と
こ
ろ
が
満
州
事
変
以
後
今
日
に
到
る
迄
の
わ
が
国
の
財
政
は
、
中
央
と
い
わ
ず
地
方
と
い
わ
ず
、
膨
脹
に

膨
脹
を
重
ね
て
来
た
し
、
税
金
は
益
々
重
く
な
り
、
全
国
津
々
浦
々
に
怨
嗟
の
声
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

誠
に
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
政
治
は
、
こ
の
弊
風
を
如
何
に
し
て
是
正
し
て
安
い
政
府
を
ど

う
し
て
作
り
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
が
そ
の
悲
願
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
。

と
こ
ろ
が
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
時
代
と
我
々
の
時
代
と
を
単
純
に
同
質
と
見
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
化

（Socialization

）
と
い
う
過
程
が
、
社
会
政
策
或
は
社
会
主
義
と
い
う
よ
う
な
思
想
に
支
え
ら
れ
て
、
社
会
の

各
分
野
に
巨
大
な
姿
を
現
わ
し
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
勢
は
容
易
に
減
退
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
益
々

盛
ん
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
そ
の
社
会
化
の
仕
事
の
相
手
た
る
政
府
の
仕
事
は
、
益
々
複
雑
多
岐
な
も
の
に
な

っ
て
来
た
。
従
っ
て
、
安
く
つ
く
政
府
を
造
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
古
ぼ
け
た
古
典
的
思
想
で
あ
っ
て
、
こ
の

頃
の
新
し
い
思
想
を
誇
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
沈
鐘
の
う
な
り
程
の
効
目
が
な
い
考
え
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
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な
る
ほ
ど
近
代
国
家
の
中
で
、
こ
の
問
題
に
心
を
く
だ
い
て
い
な
い
国
は
一
つ
も
な
い
と
言
っ
て
も
差
支
え

な
い
。
唯
私
が
憂
う
る
の
は
こ
の
社
会
化
が
行
き
過
ぎ
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
化

の
行
き
過
ぎ
は
社
会
化
の
敵
で
あ
る
（O

ver-socialigation
is
antisocialization

）。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
社

会
保
障
制
度
は
誠
に
至
れ
り
尽
せ
り
の
も
の
で
あ
る
し
、
ア
ト
リ
ー
労
働
党
政
府
が
八
年
の
政
権
を
勝
ち
得
て
、

営
々
と
し
て
築
き
上
げ
た
の
は
大
き
な
社
会
化
の
建
築
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
つ
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
て

全
国
民
の
活
力
が
衰
え
、
英
国
の
国
運
が
斜
陽
の
憂
目
を
見
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

私
に
言
わ
し
む
れ
ば
今
頃
社
会
化
の
必
要
を
説
く
こ
と
が
も
っ
と
も
進
歩
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
人
々
に
対

し
て
は
、
物
事
を
そ
う
公
式
的
に
割
り
切
っ
た
り
生
硬
に
取
扱
っ
た
り
し
な
い
で
、
も
っ
と
ね
り
に
ね
っ
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
社
会
化
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
を
ど
こ
ま
で
も
貫
く
こ
と

が
尊
く
且
つ
意
味
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
育
つ
諸
条
件
を
充
分
わ
き
ま
え
て
か
か
ら
な
い
と
大
き
な

過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
条
件
と
い
う
の
は
、
先
ず
私
的
で
あ
れ
公
的
で
あ
れ
、
資
本
と

い
う
も
の
が
充
実
し
て
い
な
け
れ
ば
社
会
化
の
実
り
は
乏
し
い
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
形
ば
か
り

出
来
上
っ
て
も
、
中
味
が
貧
血
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
お
話
に
な
ら
な
い
。
社
会
化
の
行
き
過
ぎ
が
資
本
を
喰

い
つ
ぶ
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
最
早
そ
れ
は
社
会
化
の
敵
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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第
二
に
、
社
会
化
は
国
民
の
活
力
を
阻
む
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
遊
ん
で
い
て
も
喰
え
る
、
病
気
に

な
っ
た
責
任
も
回
避
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
確
か
に
天
国
に
違
い
な
い
が
、
然
し
そ
れ
丈

に
国
民
の
活
力
と
自
己
責
任
感
が
減
退
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
国
民
の
活
力
を
殺
さ
ず
、
而
も
自
己
責
任

の
原
則
を
貫
徹
し
て
、
な
お
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
ギ
リ
ギ
リ
の
限
界
か
ら
社
会
化
と
い
う
も
の
の
作
業

が
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
限
界
を
よ
く
弁
え
て
お
か
な
い
と
事
を
誤
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
界
を
ど
こ

に
し
く
か
と
い
う
こ
と
が
財
政
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
又
一
度
そ
の
限
界
を
拡
げ
た
ら
最
後
そ
れ
を
縮
少
す

る
と
い
う
事
が
非
常
に
む
ず
か
し
い
の
が
、
社
会
化
に
ま
つ
わ
る
宿
命
で
あ
る
。
即
ち
財
政
上
弾
力
が
乏
し
い

こ
と
を
十
分
戒
心
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
限
界
内
に
於
て
先
に
申
し
た
安
い
政
府
を

ど
う
切
り
盛
り
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
の
課
題
に
な
っ
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。

資
本
主
義
も
、
民
主
主
義
も
、
十
分
育
っ
て
い
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
、
そ
の
生
硬
な
地
盤
の
上
に
、
貧
血

し
た
形
ば
か
り
立
派
な
社
会
化
の
仕
組
が
出
来
上
っ
て
も
、
そ
れ
は
本
当
の
目
的
を
果
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

我
々
は
も
っ
と
謙
虚
に
な
っ
て
、
そ
の
地
盤
の
育
成
の
た
め
に
も
、
或
は
又
本
当
の
実
り
豊
か
な
社
会
化
を
実

行
す
る
た
め
に
も
、
現
在
の
段
階
に
お
い
て
は
却
っ
て
安
く
つ
く
政
府
を
ど
う
し
て
打
立
て
て
い
く
か
に
精
進

を
惜
ん
で
は
い
け
な
い
と
思
う
。
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公
　
用
　
族

さ
き
頃
「
社
用
族
」
と
か
、「
三
等
重
役
」
と
か
い
う
言
葉
が
流
行
し
て
い
た
が
、
こ
れ
と
相
前
後
し
て

「
公
用
族
」
と
か
「
組
合
族
」
と
い
う
言
葉
が
人
口
に
流
布
さ
れ
始
め
た
。
も
と
よ
り
何
れ
も
よ
い
言
葉
で
は

な
い
。
特
殊
の
体
臭
が
こ
も
っ
た
い
や
な
言
葉
で
あ
る
。
私
は
、
社
用
族
と
か
公
用
族
と
か
い
う
言
葉
の
も
っ

た
体
臭
が
、
戦
後
の
日
本
の
病
弊
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
耐
え
ら
れ
ぬ
気
持
が
す
る
。
尤
も
こ

れ
は
独
り
日
本
だ
け
の
病
弊
で
は
な
く
世
界
的
の
通
弊
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
税
金

が
高
い
の
で
（
法
人
所
得
税
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
超
過
利
得
税
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）、
会
社
の
経
費
で
接
待
し

自
分
も
こ
れ
に
便
乗
す
る
「
社
用
族
」
が
ば
っ
こ
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
税
制
で
は
一
ド
ル

使
っ
て
も
会
社
の
負
担
は
そ
の
六
分
の
一
強
と
か
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
社
用
族
等
一
連
の
呼
称
を
受
け
る

人
々
は
、
自
分
の
力
で
現
在
享
受
し
て
い
る
生
活
を
営
む
力
が
な
い
の
に
、
会
社
か
役
所
と
か
組
合
と
か
に
ぶ

ら
さ
が
っ
て
、
そ
の
分
を
越
え
た
生
活
を
享
受
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
人
種
で
あ
る
。
自
分
の
力
以
上
の
生
活

を
何
か
自
分
の
属
す
る
社
会
に
依
存
し
て
享
受
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
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「
自
己
責
任
」
と
い
う
観
念
の
欠
如
で
あ
る
。
人
前
を
は
ば
か
り
、
お
ど
お
ど
し
た
態
度
で
斯
様
な
生
活
の
片

割
れ
に
あ
り
つ
い
て
い
る
間
は
、
ま
だ
し
も
哀
れ
で
は
あ
る
が
可
愛
い
と
こ
ろ
が
な
い
と
言
え
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
近
頃
は
、
白
晝
公
然
と
こ
の
種
の
群
が
、
我
が
物
顔
に
横
行
し
て
い
る
の
に
は
唖
然
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

世
間
も
亦
「
世
の
中
は
こ
ん
な
も
の
だ
」
と
き
め
こ
ん
で
別
に
不
思
議
と
も
考
え
ず
、
無
感
覚
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
大
変
な
こ
と
に
な
る
。

民
主
主
義
と
い
う
の
は
、
健
全
な
個
人
の
あ
る
と
こ
ろ
に
育
つ
も
の
で
あ
る
。
緊
張
し
た
自
己
責
任
感
の
漲

る
と
こ
ろ
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
個
人
が
充
満
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
本
当

に
責
任
を
も
っ
て
発
言
権
と
主
体
性
を
確
保
し
て
い
る
も
の
は
会
社
と
か
役
所
と
か
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
こ
う

い
う
社
会
で
は
コ
レ
ク
チ
ビ
ズ
ム
が
歩
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
歴
史
を
読
ん
で
見
て
も
真
に
尊
い

も
の
真
に
価
値
あ
る
文
化
を
生
み
出
し
た
も
の
は
、
真
に
自
覚
し
た
個
で
あ
っ
て
集
団
で
は
な
か
っ
た
。
個
が

本
当
の
個
に
還
っ
た
時
に
、
そ
の
個
を
通
し
て
集
団
が
生
気
を
呼
び
も
ど
し
、
そ
の
社
会
に
筋
金
が
は
い
る
の

で
あ
っ
て
、
個
が
自
ら
の
独
立
と
主
体
性
を
喪
失
し
た
時
に
は
、
そ
の
個
は
も
と
よ
り
集
団
も
亦
死
を
俟
つ
許

り
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
日
本
の
民
主
主
義
の
成
長
を
こ
い
願
い
日
本
社
会
の
健
全
な
躍
進
を
希
望
す
る
が
、
そ
の
た
め
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に
は
わ
れ
わ
れ
は
、
先
ず
こ
の
社
用
族
や
公
用
族
の
追
放
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う

手
っ
取
り
早
く
こ
の
社
用
族
や
公
用
族
の
追
放
が
で
き
る
わ
け
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
人
間
で
あ
る
以
上
、

誰
も
す
き
こ
の
ん
で
社
用
族
や
公
用
族
に
な
り
下
り
た
い
者
は
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
人
と
し
て
そ
れ
相
当
の

責
任
と
体
面
が
維
持
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
人
種
に
な
り
た
く
な
い
の
が
人
情
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
私

は
、
会
社
で
も
役
所
で
も
、
第
一
に
給
与
を
で
き
る
丈
多
く
す
る
よ
う
に
心
懸
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
。

そ
う
し
て
お
け
ば
社
用
族
、
公
用
族
の
追
放
に
抜
本
的
な
手
を
打
っ
て
も
、
こ
れ
は
大
方
の
納
得
が
得
ら
れ
る

と
思
う
。
給
与
を
増
す
た
め
に
公
私
を
問
わ
ず
各
団
体
は
、
蛮
勇
を
奮
っ
て
そ
の
財
政
の
刷
新
を
図
る
べ
き
だ
。

給
料
を
出
す
こ
と
を
損
失
だ
と
思
う
の
は
野
暮
な
話
だ
。
給
料
を
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
や
役
所
に
仕
事
の

澁
滞
が
な
い
許
り
か
、
責
任
感
の
弛
緩
を
回
避
で
き
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
そ
の
勇
断
か

ら
日
本
の
民
主
主
義
は
生
々
と
発
展
す
る
素
地
が
造
ら
れ
る
し
、
日
本
の
財
政
の
刷
新
を
招
来
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
確
信
す
る
。

又
税
金
を
で
き
る
だ
け
減
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
稼
い
で
も
稼
い
で
も
税
金
に
も
っ
て
行
か
れ
る
よ
う

で
は
、
社
用
族
や
公
用
族
は
ど
う
し
て
も
生
れ
る
。
減
税
が
こ
の
種
の
害
悪
追
放
の
一
大
要
件
で
あ
る
こ
と
も

銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
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お
　
金
　
の
　
力

俗
に
「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次
第
」
と
言
わ
れ
る
。
よ
く
世
智
辛
い
世
相
と
お
金
の
力
と
の
因
果
関
係
を
現
わ

し
得
て
妙
で
あ
る
。
お
金
が
あ
れ
ば
何
で
も
買
え
る
と
い
う
。
衣
食
住
に
必
要
な
も
の
は
お
ろ
か
、
名
画
も
買

え
る
し
、
深
山
幽
谷
の
美
も
観
賞
で
き
る
し
、
時
に
は
貞
操
さ
え
も
奪
う
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ろ
し
い
の
は

お
金
の
力
で
は
あ
る
。
何
で
も
買
え
る
か
ら
貨
幣
論
と
い
う
学
問
で
は
、
お
金
の
こ
と
を
一
般
的
購
買
力
と
い

う
の
で
あ
ろ
う
。

私
は
こ
の
お
金
の
力
の
偉
大
さ
を
こ
う
い
う
風
に
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
異
質
の
物
を
等
質
の
も
の
に
変

え
て
し
ま
う
力
で
あ
る
。
質
を
量
に
換
算
し
て
し
ま
う
魔
力
で
あ
る
。
早
い
話
が
、
こ
こ
に
あ
る
万
年
筆
と
本

と
は
何
の
関
係
も
な
い
全
く
異
質
の
存
在
で
あ
る
が
、
万
年
筆
は
千
円
で
本
は
二
百
五
十
円
で
あ
る
と
決
め
て

し
ま
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
万
年
筆
は
こ
の
本
の
四
倍
で
あ
る
と
決
め
て
し
ま
う
。
名
画
と
精
密
機
械
と
は
そ
れ

こ
そ
何
の
関
り
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
度
お
金
と
い
う
魔
力
に
か
か
れ
ば
、
こ
れ
は
〇
〇
円
こ
れ
は
〇
〇
円

だ
と
い
う
風
に
同
じ
平
面
の
算
術
に
割
り
切
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
静
か
に
考
え
る
と
驚
く
べ
き
こ
と
で
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あ
る
。
人
類
に
と
っ
て
偉
大
な
発
明
で
あ
る
。
か
く
て
一
切
の
森
羅
万
象
が
お
金
の
魔
力
に
か
か
る
と
、
こ
れ

は
幾
ら
幾
ら
と
相
場
が
き
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
全
世
界
の
人
々
が
古
今
東
西
を
問
わ
ず
毎
日
営
々
と
し

て
、
こ
の
お
金
の
神
様
に
跪
坐
し
つ
つ
苦
斗
を
重
ね
て
き
た
し
又
重
ね
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
史
家
は
現
代
と

い
う
時
代
の
特
長
を
経
済
だ
と
み
て
、
現
代
を
経
済
時
代
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
経
済
の
根
本
を

支
え
そ
の
運
行
を
確
保
し
て
い
る
お
金
は
正
に
現
代
人
の
神
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
で
あ
る
。

近
頃
で
は
正
真
正
銘
の
神
様
ま
で
が
、
こ
の
新
し
い
鬼
神
に
額
づ
い
て
い
る
有
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
お
金
と
い
う
神
様
は
随
分
間
抜
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
面
白
い
。
森
羅
万
象
を
一
つ
の

数
字
に
焼
き
直
す
程
の
神
通
力
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
価
値
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
代
物
で

あ
る
。
米
一
石
が
六
千
円
だ
と
決
め
て
し
ま
え
ば
挺
子
で
も
動
か
な
い
神
様
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
暫
く
す
る
と

い
や
今
度
は
七
千
五
百
円
だ
と
決
め
ら
れ
る
。
随
分
融
通
は
効
く
が
間
が
抜
け
て
い
る
で
は
な
い
か
。
昔
一
円

で
買
え
た
も
の
が
今
で
は
三
百
円
で
ご
ざ
る
と
来
る
。
何
の
こ
と
だ
か
ガ
ッ
カ
リ
す
る
で
は
な
い
か
。

こ
れ
で
は
折
角
働
い
て
蓄
積
し
た
大
事
な
お
金
も
当
て
に
な
ら
な
い
。
今
の
う
ち
に
使
っ
て
お
こ
う
と
い
う

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
つ
ま
り
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
嵐
に
は
風
邪
を
引
き
易
い
体
質
を
も
っ
て
お

ら
れ
る
の
が
こ
の
神
様
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
起
す
か
起
さ
な
い
か
と
い
う
手
品
の
一
切
は
、
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か
弱
い
人
間
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
政
治
が
お
金
の
値
打
を
き
め
る
大
き
い
責

任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
政
治
と
り
わ
け
財
政

と
い
う
仕
事
は
、
恐
ろ
し
い
魔
力
を
も
っ
た
神
の
使
い
手
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

通
貨
価
値
の
維
持
と
い
う
こ
と
は
一
口
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
何
で
も
な
い
が
、
そ
の
通
貨
の
流
通
す
る
地
域

の
森
羅
万
象
の
貨
幣
価
値
的
構
造
を
維
持
す
る
と
い
う
大
き
い
仕
事
で
あ
り
、
政
治
の
中
に
あ
っ
て
一
番
全
局

的
な
一
番
大
き
い
役
割
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
の
消
長
を
左
右
す
る
の
み
な
ら
ず
、
道
義
の
根
底
を
揺
さ

ぶ
り
、
人
の
運
命
を
も
て
あ
そ
び
、
喜
怒
哀
楽
を
自
由
に
す
る
恐
ろ
し
い
魔
術
で
あ
る
。

財
政
家
た
る
も
の
は
こ
の
事
実
を
よ
く
認
識
し
、
絶
え
ず
襟
を
正
し
、
斎
戒
以
て
事
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
聖
職
を
預
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
如
何
に
精
進
す
る
も
尚
足
り
な
い
仕
事
で
あ
る
。
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