
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者

ト
ー

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
ロ
ッ
ク
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
―
―

高

正

ホ
ッ
プ
ズ
、
平
等
派
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
お
よ
び
ロ
ツ
ク
の
政
治
理
論
を
扱
っ
た
Ｃ
・
Ｂ
・
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の

『
所
有
的
個
人

主
義
の
政
治
理
綱
」
は
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
点
で
竹
れ
ま
で
の
通
説
を
覆
す
と
同
時
に
、
か
れ
ら
の
政
治
理
論
の
新
た
な
解
釈
を
ト
ー
迫
力

の
あ
る
推
論
を
駆
使
し
て
―
―
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
史
研
究
に
大
き
な
波
紋
を
広
げ
る
一
石
を
投
じ
た
。

強
引
さ
と
緻
密
さ
の
奇
妙
な
混
清
物
と
い
う
印
象
を
読
書
に
お
そ
ら
く
与
え
る
で
あ
ろ
う
Ｌ
思
わ
・れ
る
こ
の
本
は
、
出
版
当
初
か
ら
高
い
評
価

を
受
け
た
が
、
そ
の
主
張
が
す
べ
て
異
論
な
く
承
認
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
出
来
ば
え
が
文
字
通
り

「輝
か
し
く
、
衝
撃
的
」
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
数
多
く
の
批
判
が
現
わ
極
だ
。
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政
治
思

想
解
釈
の
諸
論
点
を
め
ぐ
る
議
論
は
ま
だ
続
い
て
い
る
が
、　
ロ
ッ
ク
に
関
し
て
言
え
ば
、
か
れ
の
功
績
は
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
お
ょ
び
政
治
哲
学

一
般
に
と
っ
て
の
所
有
権
論
の
重
要
性
を
改
め
て
提
起
し
た
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
定
評
ら
し
（嘘

。

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者

二
四
七
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二
四
八

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
過
去
の
思
想
家
た
ち
の
諸
理
論
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
暗
黙
の
社

会
的
諸
仮
定
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
祈

（
）

十
五
頁
以
下
）
。
ロ
ッ
ク
の

「
政
治
的
思
考
の
社
会
的
諸
仮
定
」
の
最
も
重
要
な
も
の
は

『統

治
論
』
第
二
篇
の
有
名
な

「
所
有
権
に
つ
い
て
」
の
章
に
合
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
諸
仮
定
が
政
治
理
論
の
な
か
に
入
り
込
む
の
が
見
ら
れ

る
の
も
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
章
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、　
ロ
ッ
ク
の
市
民
統
治
論
の
解
明
に
着
手
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
は
、
前
も
っ
て
か
れ
の
所
有
権
に
つ
い
て
の
説
を
詳
し
く
見
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」
（
二
二
五
頁
）
そ
し
て
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ

ン
は
、　
ロ
ツ
ク
の
所
有
権
論
を
検
討
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
到
達
す
る

（
二
四
七
頁
）
―
―

ロ
ッ
ク
は
、
所
有
に
た
い
す
る
自
然
権

を
正
当
化
す
る
議
論
に
お
い
て
終
始

一
貫
し
て
、
労
働
が
本
質
的
に
商
品
で
あ
り
、
他
人
の
労
働
の
産
物
を
領
有
す
る
権
利
を
自
分
に
与
え
る

賃
金
関
係
は
自
然
的
秩
序
の

，
部
で
あ
る
、
と
考
え
て
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
的
領
有
権
に
た
い
す
る
想
定
さ
れ
た
第

二
の
制
限

（自
分
自
身
の
労
働
で
稼
ぎ
え
た
分
だ
け
し
か
領
有
で
き
な
い
と
い
う
制
限
）
は
、　
ロ
ッ
ク
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
た
め
し
は
な
か
っ

た
の
で
あ
夕
。）

私
は
こ
の
結
論
の
後
半
部
に
は
ま
っ
た
く
異
存
が
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
、　
ロ
ッ
ク
に
よ
る
個
人
的
領
有
の
正
当
化
の
論
理
に
は
、
正
当
な
領

有
は
人
が
自
分
自
身
の
労
働
で
も

っ
て
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
分
量
に
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
、
と
信
じ
ら
れ
て

き
た
が
、
竹
れ
は
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
言
う
よ
う
に
誤
り
で

（
三
二
九
頁
）
、
そ
ん
な
制
限
は
、
そ
も
そ
も
初
め
か
ら
ロ
ッ
ク
の
念
頭
に
は
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
の
人
道
的
自
由
主
義
の
伝
統
の
な
か
で
か
れ
の
理
論
に
接
近
し
た
人
々
に
よ
っ
て
読
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る

（
二
四
七
頁
）
。
し
か
し
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
結
論
の
前
半
部
に
つ
い
て
は
、
私
は
少
々
意
見
を
異
に
す
る
。
ロ
ッ
ク
が
正
当
な



個
人
的
領
有
を
自
分
自
豪
の
労
働
に
よ
っ
て
得
た
も
の
だ
け
に
制
限
し
な
か
っ
た
の
は
、
果
し
て
か
れ
が
賃
金
関
係
を
正
当
で
自
然
的
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
の
賃
金
は
、

「
資
本
の
う
ち
労
働
力
に
投
下
さ
れ
る
可
変

部
分
」

（
マ
ル
ク
ス
）
と
同
じ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
ロ
ッ
ク
解
釈
は
、

「
使
用
人
」

（
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
）
と
い
う
語
の
用
法
に
つ
い
て
の
か
れ
独

得
の
主
張
と
対
を
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
い
う
用
語
は
、
出
来
高
制
で
あ
れ
時
間
制
で
あ

れ
、
ま
た
日
雇
か
週
雇
か
年
雇
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
賃
金
を
得
て
雇
用
主
の
た
め
に
働
く
す
べ
て
の
人
を
意
味
し
た
」

（
三

一
六
頁
）
と
い

う
主
張
が
竹
れ
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ズ
レ
ッ
ト
は
、

『
所
有
的
個
人
三
義
の
政
治
理
論
』

の
書
評

「市
場
社
会
と
政
治
理
（絶

」
そ
の
他
に

お
い
て
、
こ
の
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
説
に
反
論
を
唱
え
た
。
そ
の
要
点
は
、
使
用
人
と
い
う
語
は
決
し
て
賃
金
で
生
活
す
る
す
べ
て
の
人
を
指

し
て
い
た
の
で
は
な
く
、　
一
般
に
は
も
っ
と
限
定
さ
れ
た

（
「
住
込
み
の
使
用
人
」
と
い
う
）
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う

こ
と
で

あ

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
そ
の
後
し
ば
ら
く
沈
黙
し
て
い
た
が
、
十
年
近
く
の
ち
に
な
っ
て
再
び
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、

『
民
主
主
義
理
論
』

（
一
九
七
三
年
）
所
収
の
論
文

「
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
離
層
ビ
に
お
い
て
、
ラ
ズ
レ
ッ
ト
に
た
い

す
る
詳
細
な
反
批
判
を
行

っ
た
。
竹
の

一
般
的
結
論
を
要
約
す
れ
ば
、　
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る

（鷲
）。Ｎ
？
出
じ

―
―

当
時
の
イ
ギ
リ

ス
で
は
、

「
使
用
人
」
と
い
う
用
語
は
す
べ
て
の
賃
金
生
活
者
を
意
味
す
る
の
が
通
則
で
あ
っ
た
。
使
用
人
と
い
う
語
が
賃
金
生
活
者
の
一
部

だ
け
を
指
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
用
法
は
あ
く
ま
で
特
殊
例
で
、
概
し
て
次
の
二
つ
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
。　
一
つ
は
、
世
帯
ご

と
の
人
口
の
記
録
簿

（例
え
ば
教
区
簿
冊
）
の
場
合
で
、
こ
こ
で
は
使
用
人
と
は
も
っ
ぱ
ら

「
住
込
み
の
使
用
人
」
の
こ
と
で
あ
る
。
も
う

一

つ
は
、
賃
金
生
活
者
全
体
の
細
分
類
を
必
要
と
し
た
行
政
上
の
書
類

（例
え
ば
賃
金
査
定
表
）
の
場
合
で
、
こ
こ
で
は
使
用
人
と
い
う
語
は
主

に

（住
込
み
か
否
か
を
問
わ
ず
）

「
年
季
雇
人
」
を
意
味
す
る
。
他
方
、
身
分
や
地
位
を
合
意
す
る

「労
働
者
」
と
い
う
語
は
、
社
会
的

・
法

的
関
係
を
表
わ
す
に
は
不
向
き
で
あ
っ
た
た
め
、
す
べ
て
の
賃
金
生
活
者
を
指
す
こ
と
も
時
に
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、　
一
般
に
は
不
適
切
な
用
語

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一四
九
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で
あ
っ
た
。
こ
の
語
が
よ
く
使
わ
れ
た
の
は
、
第

一
に
賃
金
生
活
者
が
生
産
諸
要
素
の

一
つ
で
あ
る
労
働
の
所
有
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
経
済
論

（例
え
ば
ロ
ッ
ク
の

『
利
子

・
貨
幣
論
』
）
、
第
二
に
社
会
層
の
分
類
の
基
準
が
身
分

・
地
位
と
職
業
と
か
ら
混
成
さ
れ
て
い
る
資
料

（例
え

ば
四
季
裁
判
所
の
記
録
）
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人

（
お
よ
び
労
働
者
）
と
い
う
語
の
用
法
の
問
題
に
関
し
て
は
も
う

一
度
あ
と
で
戻
る
こ
と
に
し
て
、

ま
ず
ロ
ッ
ク
の
政
治
理
論
が
前
提
と
し
て
い
る
暗
黙
の
社
会
的
諸
仮
定
に
つ
い
て
の
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
解
釈
が
、
果
し
て
正
鵠
を
得
て
い
る

か
否
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
か
れ
は
、　
ロ
ッ
ク
が
自
然
状
態
に
お
け
る
商
品
と
し
て
の
労
働

と
賃
金
関
係
を
当
然
視
し
て
い
た
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
最
も
重
要
な
論
拠
の
一
つ
は
、

『統
治
論
』
第
二
篇
二
人
節
の
次
の

よ
う
な
叙
述
で
あ
る
。　
フ
」
う
し
て
私
が
他
の
人
々
と
権
利
を
共
有
し
て
い
る
ど
の
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
も
、
私
の
馬
が
食
べ
た
草
、
私
の

使
用
人
が
刈
っ
た
芝
生
、
私
が
堀
っ
た
鉱
石
は
、
誰
か
ら
の
割
当
や
同
意
が
な
く
と
も
、
私
の
所
有
物
と
な
る
。
私
の
も
の
で
あ

っ
た
労
働

が
、
共
有
の
状
態
か
ら
そ
れ
ら
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
物
に
対
す
る
私
の
所
有
権
を
確
定
し
た
の
で
あ
祈
。）」
（強
調
は
原
文

の
も
の
、
以
下
同
様
）
こ
こ
に
は
１
１
と

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
言
う
―
―

ロ
ッ
ク
の
理
論
に
と

っ
て
本
質
的
な
仮
定
が
、

「
あ
た
か
も
ほ
と
ん

ど
述
べ
る
に
値
し
な
い
か
の
よ
う
に
こ
と
の
つ
い
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。」
（十
六
頁
）
な
ぜ
な
ら
、

「
も
し
ロ
ッ
ク
が
賃
金
関
係
を
ま
っ
た

く
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
い
た
の
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

『
私
の
も
の
で
あ
る
労
働
』
…
…
の
な
か
に
か
れ
が

『
私
の
使
用
人
』
の
労
働
を
¨

含
め
る
こ
と
は
、
か
れ
が
行

つ
て
い
た
主
張
に
真
向
か
ら
矛
盾
す
る
こ
と
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
」

（
二
四
三
頁
）
か
ら
。

「
私
」
と

「
私
の
使

用
人
」
の
関
係
如
何
、
問
題
の
核
心
は
こ
の
関
係
を
ど
う
把
握
す
る
か
に
あ
る
。

両
者
の
関
係
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
は
八
五
節
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
自
由
人
は
、
か
れ
が
受
け
取
る
べ
き
賃
金
と
交
換
に
、
か
れ
が
為
す
こ

と
を
引
き
受
け
る
サ
ー
ザ
ィ
ス
を
他
人
に

一
定
期
間
売
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
自
身
を
そ
の
人
の
使
用
人
と
す
る
。」
こ
の
箇
所
を
論
拠
と
し
て
・

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
主
張
す
る
―
―

「
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
人
間
の
労
働
は
疑
い
も
な
く
か
れ
自
身
の
所
有
物
な
の
だ
か
ら
、
人
間
は
自
由
に



そ
れ
を
賃
金
と
引
き
換
え
に
売
っ
て
よ
い
。
…
…
こ
う
し
て
売
ら
れ
た
労
働
は
買
手
の
所
有
と
な
り
、
か
く
し
て
後
者
は
労
働
の
産
物
を
領
有

す
る
権
原
を
得
る
の
で
あ
る
。」
（
二
四
二
頁
）
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
妥
当
性
は
か
な
り
疑
わ
し
い
。
と
い
う
の
は
、
八
五
節
か
ら
の
先

の
引
用
文
の
あ
と
ロ
ッ
ク
は
す
ぐ
に
以
下
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。　
フ
」
の
場
合
、
通
常
か
れ
は
自
分
の
主
人
の
家
族
の
一
員
と

な
り
、
そ
の
家
族
の
日
常
の
規
律
に
服
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
ぃ
し
か
し
こ
れ
は
、
か
れ
に
対
す
る
一
時
的
な
支
配
権
を
主
人
に
与
え
る
に

す
ぎ
ず
、
両
者
間
の
契
約
に
含
ま
れ
て
い
る
以
上
の
支
配
権
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
特
に
奴
隷
と
い
う
名
で
呼
ぶ

も
う

一
種
類
の
使
用
人
が
あ
る
。
か
れ
ら
は
正
義
の
戦
争
で
捕
虜
と
な
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
自
然
の
権
利
に
よ
っ
て
か
れ
ら
の
主
人
の

絶
対
的
支
配
権
力
と
恣
意
的
支
配
権
に
服
従
さ
せ
ら
れ
る
。」
ロ
ッ
ク
は
こ
こ
で
、
主
人
と
そ
の
使
用
人
の
関
係
を
近
代
的
な
労
働
契
約
に
よ
る

雇
用
関
係
と
し
て
把
え
よ
う
と
し
な
が
ら
、
反
面
で
は
こ
の
契
約
に
よ
っ
て
使
用
人
が
主
人
の
家
族
の
一
員
と
し
て
家
長
た
る
か
れ
の
支
配
下

に
入
る
こ
と
を
自
明
の
事
柄
と
し
て
い
る
。
ま
た
使
用
人
が

「労
働
」
で
は
な
く

「
サ
ー
ヴ
ィ
ス
」
を
売
る
と
い
う
言
い
方
に
も
、
こ
の
使
用

人
を
資
本
主
義
的
意
味
で
の
賃
労
働
者
と
規
定
す
る
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
。
枠
し
て
奴
隷
も

一
種
の
使
用
人
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
か
、
奴
隷
な
い
し
は
竹
れ
と
類
似
の
状
態
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
者
の
労
働
に
つ
い
て
も
、
「
サ
ー
ヴ
ィ
ス
」

と
い
う
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る

（例
え
ば
、
二
三
節
と
二
四
節
）
。
要
す
る
に
、　
ロ
ッ
ク
が
描
い
て
い
る
使
用
人
と
竹
の
雇
主
　
′
の
関
係

を
単
純
に
労
資
関
係
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
何
か
割
り
切
れ
な
い
も
の
を
あ
と
に
残
す
の
で
あ
る
。
す
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
残

る
所
以
は
、
使
用
人
が
そ
の
雇
主
の
家
族
の
一
員
と
な
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
ロ
ッ
ク
が
表
象
と
し
て
思
い
浮
か
べ
て
い
た
家
族
は

，
体
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
使
用
人
は
そ
の
家
族
の
な
か
で
い
か
な
る
地
位
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は

ま
ず
こ
の
問
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
族
の
問
題
は
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
完
全
に
無
視
さ
れ
た
が
、
次
節
で
示
さ

れ
る
よ
う
に
、　
ロ
ッ
ク
の
政
治
理
論
の
暗
黙
の
諸
前
提
を
理
解
す
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者

二
五

一
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Ⅱ

「
最
初
の
社
会
は
夫
と
妻
の
間
に
存
在
し
、
こ
れ
が
両
親
と
子
供
た
ち
の
間
の
社
会
の
発
端
と
な
り
、
や
が
て
こ
れ
に
主
人
と
使
用
人
の
間

の
社
会
が
加
わ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
社
会
は
、
す
べ
て
が
合
し
て

一
つ
の
家
族
を
成
し
え
た
し
、
通
常
は
実
際
に
そ
う
な
っ
た

の
で
あ
る
。」
（
七
七
節
）
ま
た
八
六
節
に
は
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

「
そ
こ
で
一
家
の
主
人
が
、
妻
、
子
供
た
ち
、
使
用
人
た
ち
、
奴

隷
た
ち
と
結
ん
で
い
る
こ
れ
ら
す
べ
て
の
従
属
関
係
を
、　
一
家
の
家
共
同
体
支
配
の
も
と
で
統
合
し
て
い
る
状
態
を
考
え
て
み
よ
う
。
…
…
奴

隷
を
除
け
ば

（そ
し
て
家
族
の
な
か
に
奴
隷
が
い
て
も
い
な
く
て
も
、
家
族
が
家
族
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
く
、
家
父

（神
爵
ミ
ざ
ミ
おヽ
含
）

と
し
て
の
か
れ
の
支
配
権
も
同
じ
よ
う́
に
大
き
い
の
で
あ
る
）、
か
れ
は
家
族
の
誰
に
た
い
し
て
も
生
殺
与
奪
の
立
法
権
を
も
っ
て
お
ら
ず
、　
一

家
の
女
主
人
が
か
れ
と
同
様
に
も
ち
う
る
も
の
だ
け
し
か
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。」
こ
れ
ら
の
所
説
か
ら
判
る
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て

家
族
は
、
三
つ
の
社
会
、
す
な
わ
ち
夫
と
妻
、
両
親
と
子
供
、
主
人
と
使
用
人
と
い
う
三
つ
の
関
係
か
ら
成
る
。
つ
ま
り
、
奴
隷
は
家
族
の
欠

く
べ
か
ら
ざ
る
部
分
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
使
用
人
は
そ
の
必
要
不
可
欠
な
構
成
員
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ロ
ッ
ク
の
い
う

家
族
と
は

「
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
」
の
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。
十
七

・
十
八
世
紀
に
流
行
し
た

「政
治
算
術
」
が
、

「
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル
ド
」
を

社
会
分
析
の
際
の
基
本
単
位
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
を
表
わ
す
の
に

「
フ
ァ
ミ
リ
」
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
イ
ギ

リ
ス
人
に
と
っ
て
両
者
は
同
義
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
の
家
族
概
念
も
こ
う
し
た
同
時
代
の
社
会
認
識
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
枠
内
に
あ
り
、
そ
こ
に

は
オ
ッ
ト
ー
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
が
Ｗ
・
Ｈ
・
リ
ー
ル

（
一
人
三
二
―
九
七
）
に
倣

っ
て

「
全
き
豹
」）
と
呼
ん
だ
オ
イ
コ
ス
と
し
て
の
家
、
使
用
人

を
不
可
欠
の
構
成
員
と
し
て
合
む
家
共
同
体
の
観
念
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
家
共
同
体
の
な
か
で
使
用
人
は
ど
の

よ
う
な
地
位
を
あ
て
が
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
多
く
の
例
外
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
建
前
の
う
え
で
は
使
用
人
は
か
れ
が



属
し
て
い
る
家
の
子
供
た
ち
と
ほ
ぼ
同
等
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

「
世
帯
主

（ド
ｏ
●
ｏ
ＯＦ
ＯＥ
ｑ
）
は
、
自
分
の
使
用
人
を
あ

た
か
も
自
分
の
子
供
で
あ
る
か
の
ご
と
く
世
話
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
パ
ー
テ
ル
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
ス
、
す
な
わ
ちヽ

一
家
の
父
と
呼

ば
れ
る
」
と
い
う
の
が
、
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
社
会
通
念
で
あ
っ
輸
″

こ
の
点
に
関
す
る
ロ
ッ
ク
の
明
確
な
説
明
は
見
あ
た
ら
な

い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
か
れ
も
ま
た
同
時
代
の
社
会
通
念
か
ら
あ
ま
り
か
け
離
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
な
言
い
方
か
ら
推

察
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
―
―

「
子
供
た
ち
や
使
用
人
た
ち
は
、
父
や
主
人
が
共
有
物
と
し
て
か
れ
ら
に
与
え
た
肉
を
…
…
…
」

（
二
九

節
）
。
ま
た
徒
弟
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
が
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
う
し
た
推
測
が
的
外
れ
で
な
い
こ
と
を
示
す
証
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
徒
弟
は
使
用
人
の
重
要
な
構
成
部
分
だ
っ
た
か
ら
で
あ
給
咤

ロ
ツ
ク
に
よ
れ
ば
、
父
親
は
自
分
の
子
供
の
監
督

を
他
人
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
教
育
の
責
務
を
そ
の
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

「自
分
の
息
子
を
他
人
の
徒
弟
に

出
し
た
者
は
、
そ
の
期
間
中
は
、
自
分
自
身
と
母
親
に
対
す
る
服
従
義
務
の
大
部
分
を
息
子
か
ら
免
除
し
た
こ
と
に
な
る
。」
（
六
九
節
）
と
い

う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
息
子
は
、
徒
弟
に
出
さ
れ
た
奉
行
先
の
家
族
の
一
員
と
し
て
、
自
分
に
と
Ｐ
て
父
母
の
立
場
に
あ
る
そ
こ

の
主
人
と
そ
の
妻
に
服
従
義
務
を
負
い
、
か
れ
ら
に
対
し
て
い
わ
ば
息
子
同
然
の
地
位
に
置
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
使
用
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
資
本
主
義
的
意
味
で
の
賃
労
働
者
の
そ
れ
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
こ
れ
に

対
応
し
て
使
用
人
の
主
人
も
、
資
本
家
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
保
護
者
↑
翌

Ｓヾ

じヽ
的
性
格
が
強
す
ぎ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
の
関
係
を
マ

ク
フ
ア
ー
ソ
ン
の
よ
う
に
純
粋
な

「賃
金
関
係
」
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、　
ロ
ッ
タ
の
思
考
世
界
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
で

（・２
）

あ
ろ
う
。
私
と
し
て
は
、
む
し
ろ
以
下
に
紹
介
す
る
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
プ
ラ
ン
ト
の
解
釈
の
ほ
う
が
、　
ロ
ッ
ク
の
政
治
的
思
考
の
前
提
に
あ
る

社
会
的
諸
仮
定
を
正
し
く
把
え
て
い
る
よ
ヶ
に
思
わ
れ
る
。

す
で
に
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
個
人
的
領
有
に
た
い
す
る
第
二
の
想
定
さ
れ
た
制
限

（人
は
自
分
自
身
の
労
働
で
得
た
も
の
だ
け
し
か
領

有
で
き
な
い
と
い
う
制
限
）
な
ど
、
そ
・も
そ
も
初
め
か
ら
ロ
ッ
ク
の
念
頭
に
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
見

解

で
あ

っ

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
三
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一一五
四

た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
ブ
ラ
ン
ト
も
同
じ
意
見
で
あ
る
。
曰
く
―
―

「
厳
密
な
個
人
的
労
働
に
よ
ら
ず
し
て
共
有
状
態
か
ら

取
り
出
さ
れ

も
の
は
、
私
的
所
有
物
で
は
な
く
盗
品
で
あ
る
か
ら
、
他
の
何
人
が
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
、　
ロ
ッ

ク
が
二
七
節
の
意
味
で
の
自
己
労
働
を
取
得
の
制
限
と
し
て
言
明
し
て
い
る
箇
所
は
実
際
に
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
領
有
の
制
限
は
存

在
し
な
い
の
で
あ
“
Ｊ

な
ぜ
ロ
ッ
ク
は
、
そ
う
し
た
制
限
に
無
頓
着
で
お
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
意
見
が
分
か
れ
る
の
は
、
そ
の
理
由
づ
け
を

め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
ょ
う
に
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、　
ロ
ッ
ク
が

「資
本
主
義
的
領
有
」

（
二
四
人
頁
）
を
当
然
視
し
て
い
た
こ
と

に
そ
の
理
由
を
求
め
た
。
こ
れ
に
た
い
し
ブ
ラ
ン
ト
は
、　
ロ
ッ
ク
を
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
社
会
と
自
然
法
の
伝
統
の
な
か
で
理
解
し
よ
う
と

す
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
ロ
ッ
ク
が

「
か
れ
が
耕
し
刈
り
入
れ
貯
え
、
腐
ら
な
い
う
ち
に
利
用
し
た
も
の
は
何
で
も
、
す
べ
て
か
れ
固

有
の
権
利
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
囲
い
込
み
、
飼
育
し
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
は
何
で
も
、　
家
畜
も
生
産
物
も

こ
れ
ま
た
か
れ
の
も
の

で
あ
っ
た
」

（
三
八
節
）
と
言
う
と
き
、
こ
こ
で
ロ
ッ
ク
が
想
定
し
て
い
る

「
か
れ
」
と
は
、

「
孤
立
し
た
個
人
」
で
は
な
く
、

「
家
構
成
員

（口
”
口
諮
硬
５
ｏりｏ
●
）
の
代
表
者
と
し
て
の
パ
ー
テ
ル
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
不
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
賃
金
関
係
に
つ
い
て
語
る
と
き
、　
ロ
ッ
ク
は

そ
れ
を
資
本
主
義
的
領
有
の
観
点
か
ら
み
て
当
然
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
か
れ
は
自
然
法
の
伝
統
に
従

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
間

が
自
由
に
―
―
自
然
状
態
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
、
市
民
社
会
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
―
―
自
分
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
（口
ｏ
謗
じ

を
他
人
の
利
用

に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
法
の
伝
統
に
お
い
て
特
に
説
明
を
要
し
な
い
自
明
の
事
柄
で
あ
っ
統
“
し
た
が
つ
て
、
二
八

節
の
問
題
の
箇
所
で
、　
ロ
ッ
ク
が

「
私
の
も
の
で
あ
っ
た
労
働
」
に

「
私
の
使
用
人
」
の
労
働
を
含
め
る
こ
と
に
何
の
疑
間
も
抱
か
な
か
っ
た

の
は
、
そ
れ
を
資
本
主
義
的
領
有
の
帰
結
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
う
え
で
こ
の
関
係
を
正
当
で
自
然
的
で
あ
る
と
み
な
し
た
か
ら
な
の
で
は
な

い
。
ロ
ッ
ク
は
、

「
私
」
と

「
私
の
使
用
人
」
、
す
な
わ
ち
雇
主
と
そ
の
使
用
人
の
関
係
を

（
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
社
会
の
基
本
単
位
で
あ

っ
た
）
家
共
同
体
に
お
け
る
家
長
と
家
構
成
員
の
関
係
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
生
じ
る
他
人
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の

「領
有
」
の

合
法
性
を
自
然
法
の
伝
統
に
従

Ｐ
て
自
明
の
も
の
と
仮
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
か
れ
の
読
者
に
と
っ
て
も
改
め
て
説
明
す
る
ま



で
も
な
く
分
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

の
所
有
物
と
な
る
」
と
述
べ
な
が
ら
、　
ロ
ッ
タ
は

「
私
の
馬
が
食
べ
た
草
、
私
の
使
用
人
が
刈
っ
た
芝
生
、
私
が
堀

っ
た
鉱
石
は
…
…
…
私

「
な
ん
ら
明
示
的
な
論
証
を
提
供
し
な
か
っ
た
」

（
二
四
二
頁
）
し
、
ま
た
わ
ざ
わ
ざ

「
竹

う
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
」

（同
）
の
で
あ
鶴

ロ
ッ
ク
の
暗
黙
の
諸
仮
定
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
か
れ
が

「
無
制
限
な
資
本
主
義
的
領
有
」

（
二
四
八
頁
）
に
道
徳

的
基
礎
づ
け
を
与
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
説
は
到
底
受
け
入
れ
難
い
。
少
な
く
Ｌ
も
、　
ロ
ッ
ク
の
所
有
権
論
が
そ
の
よ
う

な
意
図
の
も
と
に
書
か
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
か
れ
が
土
地
と
そ
の
果
実
の
不
平
等
な
所
有
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
確

か

で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
ど
う
し
て
無
制
限
な
資
本
主
義
的
領
有
の
正
当
化
に
帰
着
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
主
張
に
は

明
ら
か
に
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
。
ま
た
ロ
ッ
ク
が
自
然
状
態
を
貨
幣
導
入
の
以
前
と
以
後
の
二
段
階
に
区
分
し
、
後
者
を
商
品
生
産
社
会
と
事

実
上
同
じ
も
の
と
み
な
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
深
く
読
め
ば
判
る
よ
う
に
、
か
れ
が
そ

こ
で
商
品
生
産
の
主
体
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は

「
家
族
」
な
の
で
あ
る

（特
に
四
八
節
）
。
だ
か
ら
、
こ
の
家
族
を

一
種
の
資
本
主
義
的

経
営
体
と
考
え
な
い
限
り
、
賃
労
働
に
基
づ
く
商
品
生
産
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
さ
き
に
見
た

よ
う
な

「
全
き
家
」
を
連
想
さ
せ
る
ロ
ッ
ク
の
家
族
像
か
ら
し
て
無
理
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
理
論
的
な
観
点
か
ら
み
て
重
要
な
点
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
商
品
と
し
て
交
換
の
対
象
と
な
る
の
は
、　
ロ
ッ
ク
が
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
自
分
と
自
分
の
家
族
の
生
活

に
必
要
な
消
費
量
を
超
え
る

「
過
剰
分
」

（
五
〇
節
）
な
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
れ
を
本
来
の
資
本
主
義
的
生
産
と
同

一
視
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
か
。
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
、
わ
・れ
わ
れ
と
し
て
は
、
ロ
ッ
ク
が
自
然
状
態
の
な
か
に
資
本
主
義
的
諸
関
係
を
さ
か

の
ぼ

っ
て
読
み
込
ん
だ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
自
然
状
態

（
の
第
二
段
階
）
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
叙
述
の
う
ち
に
資

本
主
義
的
諸
関
係
を
強
引
に
読
み
込
ん
だ
の
だ
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
批
判
に
た
い
し
て
は
、　
ロ
ッ
ク
の

『
利
子

・
貨
幣
謹

に
お
け
る
所
説
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
が
当
然
予
想
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
著
作
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ

十
七
世
紀
ィ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
五
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と
に
し
て
、
次
に
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
誤

っ
た

（
と
私
は
思
う
）
テ
ー
ゼ
が
出
て
き
た
原
因
を
か
れ
の
モ
デ
ル
分
析
の
う
ち
に
探

っ
て
み
た

い
。

Ⅲ

「
所
有
的
個
人
主
鎌
暉
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
社
会
を
自
己
の
理
論
の
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、　
マ
ク
フ
ァ

ー
ソ
ン
は
次
の
三
う
の
社
会
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
―
卜
Ｈ
慣
習
的
ま
た
は
身
分
的
社
会
、
日
単
純
市
場
社
会
、
日
所
有
的
市
場
社
会

（
五
九
頁

以
下
を
参
照
）
。
ま
ず
最
初
の
二
つ
の
モ
デ
ル
の
本
質
的
特
徴
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
日
仕
事
と
報
酬
は
権
威
的
ま
た
は
慣
習

に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
、
土
地
に
も
労
働
に
も
市
場
が
な
い
。
日
仕
事
と
報
酬
の
権
威
的
な
割
当
は
な
く
、
契
約
が
絶
対
の
権
威
で
、
す
べ

て
の
個
人
は
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
生
計
を
営
め
る
よ
う
に
土
地
そ
の
他
の
資
源
を
所
有
す
る
。
こ
れ
ら
の
社
会
モ
デ
ル
の
各
々
に
つ
い
て
も

疑
間
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
第

一
の
モ
デ
ル
の
場
合
、
土
地
と
労
働
の
市
場
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
生
産
物
の
市
場
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
存
在
す
る
と
明
記
さ
れ
て
な
い
以
上
、無
い
と
考
え
る
の
が
素
直
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、第

一
の
モ
デ
ル
は

「古
代
帝
国
、

封
建
社
会
、
部
族
社
会
と
い
っ
た
、
甚
だ
し
く
異
な
る
諸
社
会
を
包
合
す
る
に
足
る
ほ
ど
幅
広
く
描
か
れ
て
い
る
」

（
六
〇
頁
）
と
い
う
注
釈

か
ら
推
定
す
る
限
り
、
生
産
物
市
場
が
存
在
す
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
ま
た
土
地
の
貸
与
関
係
の
存
否
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ

と
が
言
え
る
。

「
い
ず
れ
か
の
歴
史
的
社
会
の
モ
デ
ル
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
代
の
完
全
に
発
展
し
た
市
場
社
会
の
一
定
の
諸
特
徴
を
分

離
す
る
た
め
の
分
析
上
の
利
器
」

（同
）
と
し
て
構
成
さ
れ
た
１
１
あ
る
い
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば

「
す
べ
て
の
市
場
社
会
に
共
通
す
る
諸

特
徴
を
、
完
全
な
市
場
社
会
だ
け
に
し
か
見
出
さ
れ
な
い
諸
特
徴
か
ら
切
り
離
す
た
め
に
導
入
さ
れ
る
」

（
六
三
頁
）
―
―
第
二
の
モ
デ
ル
に

お
い
て
は
、
こ
う
し
た
難
点
は
初
め
か
ら
回
避
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
こ
の
モ
デ
ル
を
現
実
の
歴
史
的
社
会
に
近
似
さ
せ
ら
れ
た
他



の
二
つ
の
モ
デ
ル
と
同
列
に
並
べ
て

一
つ
の
社
会
モ
デ
ル
と
し
て
扱
う
こ
と
の
意
味
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
〔
第

一
の
モ
デ
ル
と
現

実
の
歴
史
的
社
会
と
の
対
応
関
係
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
第
二
の
モ
デ
ル
と
歴
史
的
社
会
と
の
関
連
に
つ
い
て
、

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
次
の

よ
う
に
注
釈
し
て
い
る

（
六
〇
１
六

一
頁
）
。
「
所
有
的
個
人
主
義
の
概
念
は
新
奇
な
構
成
物
で
も
恣
意
的
な
構
成
物
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
労

働
市
場
の
存
在
を
資
本
主
義
の
規
準
と
し
た
マ
ル
ク
ス
、
ウ
エ
ー
バ
ー
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
そ
の
他
の
人
々
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社

会
な
い
し
資
本
主
義
社
会
の
概
念
と
明
ら
か
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
の
概
念
と
同
じ
く
、
そ
れ
は
近
代
の

（う
ま
り
封
建
制
以

後
の
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
近
似
し
た
モ
デ
ル
も
し
く
は
理
念
型
た
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
か
れ
ら
の
概
念
と
の
相
違
は
、
主
と
し
て
竹

れ
が
竹
の
よ
う
な
社
会
の
起
源
や
発
展
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
特
別
な
理
論
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
本
源
的
蓄
積
、

ウ
エ
ー
バ
ー
の
合
理
的
資
本
計
算
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
企
業
精
神
と
い
っ
た
、
種
々
の
要
因
の
ど
れ
が
最
も
あ
る
い
は
相
対
的
に
重
要
で
あ
る
か

と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。」
〕
ン」
う
し
た
モ
デ
ル
構
成
上
の
欠
陥
に
起
因
す
る
誤
っ
た
推
論
に
つ
い
て
は
、
す

ぐ
あ
と
で
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
次
に
わ
れ
わ
れ
は
第
三
の
所
有
的
市
場
社
会
の
モ
デ
ル
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
ロ
ッ
ク
は
、
ホ
ッ
プ
ズ
の
理
論
体
系
を
所
有
的
市
場
社
会
の
必
要
と
将
来
の
発
展
可
能
性
に
適
合
さ
せ
る

た
め
に
要
求
さ
れ
た

一
つ
の
構
造
的
変
更
を
、
そ
の
体
系
に
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
堅
固
な
基
礎
に
支
え
ら
れ
た

一
大
体
系
を
完

成
し
た
」

（
三
〇
三
買
）
の
だ
が
、
そ
の
ホ
ッ
プ
ズ
が
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
た
社
会
の
要
件
を
充
た
す
の
は
、
第
二
の
所
有
的
市
場
社
会
の

モ
デ
ル
で
あ
る

（特
に
七
〇
頁
以
下
参
照
）
。　
コ
π
全
な
市
場
社
会
」

（
六
六
頁
竹
の
他
）
た
る
こ
の
所
有
的
市
場
社
会
は
、
慣
習
的
ま
た
は

身
分
的
社
会
と
の
対
比
に
お
い
て

「
仕
事
や
報
酬
の
権
威
的
割
当
の
な
い
社
会
」
を
、
単
純
市
場
社
会
と
の
対
比
に
お
い
て
は

「
生
産
物
と
同

様
に
労
働
に
も
市
場
が
存
在
す
る
社
会
」
を
、
意
味
し
、

「
も
し
所
有
的
市
場
社
会
の
単

一
の
規
準
が
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
竹
れ
は
人
間

の
労
働
が
商
品
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
（
六
〇
頁
γ
つ
ま
り
、
所
有
的
市
場
社
会
を
他
の
二
つ
か
ら
区
別
す
る
決
定
的
メ
ル
ク

マ
ー
ル
は
、　
マ
ル
ク
ス
経
済
学
風
に
云
え
ば

「
労
働
力
の
商
品
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
お
よ
び
ロ
ッ
ク
の

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
七
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政
治
理
論
の
前
提
に
あ
る
社
会
モ
デ
ル
の
必
須
要
件
な
の
で
あ
る
。

二

五

八

こ
の
所
有
的
市
場
社
会
は
ま
た
、
そ
の
定
義
か
ら
し
て
、
土
地
や
資
本
そ
の
他
の
生
産
手
段
を
所
有
す
る
人
々
と
、
所
有
し
な
い
人
々
と
の

階
級
分
割
の
存
在
す
る
社
会
で
あ
る
。
前
者
の
階
級
は
、
雇
用
労
働
か
ら
そ
の
費
用
以
上
に
大
き
な
価
値
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
代
価
を

払

っ
て
他
人
の
労
働
を
雇
用
し
よ
う
と
し
、
後
者
の
階
級
は
、
独
立
自
営
の
生
産
に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
自
己
の
労
働
を
売
っ
て
賃

金
を
受
け
取
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
の
労
働
を
雇
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
は
か
れ
ら
の
力

（な

い
し
か
れ
ら
の
力
の
産
物
）
の
一
部
の
正
味
の
移
転
を
獲
得
す
る
。
そ
の
か
ら
く
り
を
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の

「
力
の
移
転
」
の
理
論
に
即
し
て

も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
人
間
の
力
に
は
、
そ
の
人
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
技
術
、
す
な
わ
ち
労
働

能
力
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
ま
た
か
れ
の
労
働
が
現
実
的
労
働
と
な
り
、
な
ん
ら
か
の
財
貨
を
生
産
す
る
の
に
不
可
欠
な
手
段

（土
地
、
原

料
、
そ
の
他
の
資
本
）
の
利
用
が
含
ま
れ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
人
間
は
生
存
し
続
け
る
た
め
に
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

か
れ
は
、
た
だ
労
働
能
力
を
も
つ
だ
け
で
は
駄
日
で
、
そ
れ
を
実
際
に
発
揮
す
る
の
に
必
要
な
生
産
手
段
を
利
用
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
産
手
段
の
利
用
に
た
い
す
る
制
限
は
、
竹
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
人
間
の
力
の
削
減
を
意
味

す
る
。
も
し
あ
る
人
が
そ
の
利
用
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
の
力
は
ゼ
ロ
に
ま
で
減
ら
さ
れ
る
。
も
し
か
れ
が
生
産
手

段
を
利
用
で
き
る
と
し
て
も
、
自
由
に
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
か
れ
の
力
は
生
産
手
段
の
利
用
に
た
い
し
て
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
代
価
の
分

だ
け
減
少
さ
せ
ら
れ
、
他
人
に
移
転
さ
れ
る
か
れ
の
力
の
量
は
こ
の
代
価
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
。
単
純
市
場
モ
デ
ル
か
ら
所
有
的
市
場
モ
デ
ル

ヘ
移
る
過
程
で
一
部
の
人
々
が
喪
失
し
た
も
の
は
、
自
己
の
労
働
能
力
を
生
産
的
労
働
た
ら
し
め
る
手
段
の
自
由
な
利
用
に
は
か
な
ら
な
い
。

自
己
の
力
の
こ
の
部
分
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
か
れ
ら
は
自
己
の
力
の
残
余
の
部
分
を
売
ら
ざ
る
を
え
ず
、
か
れ
ら
が
受
け
販
る
賃
金

は
こ
の
残
余
の
部
分
に
た
い
す
る
対
価
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
か
れ
ら
の
力
の
一部
の
他
人
へ
の
正
味
の
移
転
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ

る
。

（以
上
に
つ
い
て
は
、
六
六
―
六
八
頁
を
参
降
ぴ



す
で
に
読
者
は
お
気
付
き
の
こ
と
と
思
う
が
、
い
ま

「
力
の
移
転
」
と
い
う
論
理
で
把
え
ら
れ
た
事
柄
は
、
き
き
ほ
ど
他
人
労
働
の
領
有
を

可
能
に
さ
せ
る

「
賃
金
関
係
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
事
態
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
身
分
社
会
の
モ
デ
ル
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
要
件

を
・充
た
す
も
の
で
な
い
理
由
に
つ
い
て
の
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
説
明
か
ら
明
白
で
あ
る
。

「
そ
の
本
質
的
欠
陥
は
、
身
分
社
会
で
は
諸
個
人
の

自
然
力
、
す
な
わ
ち
労
働
が
自
由
に
移
転
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
っ
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
労
働
が
交
換
可
能
な
商
品
で
あ
る
社
会
に
お
い

て
の
み
、諸
個
人
の
力
の
コ
ン
■
ロ
ー
ル
の
移
転
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
諸
仮
定
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
遍
在
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
六
二
―
六
三
頁
）
し
か
し
、
力
の
移
転
は
所
有
的
市
場
社
会
で
し
か
起
こ
り
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
古
代
帝
国
、
封
建
社
会
、
部

族
社
会
等
々
と
い
っ
た
諸
社
会
に
お
い
て
は
、
力
の
移
転
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
存
在
し
た
。

マ
タ
フ
ァ
ー

ソ
ン
も
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
。

「
正
味
の
移
転
は
、
勿
論
、
完
全
な
市
場
社
会
に
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。

と

い
う

の

は
、
そ
れ
は
単
純
市
場
社
会
に
は
存
在
し
え
な
い
け
れ
ど
も
、
支
配
階
級
の
生
存
が
貢
祖
、
地
代
、
奴
隷
制
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
あ
ら

ゆ
る
慣
習
的

・
身
分
的
社
会
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。」
（
六
八
頁
）
だ
が
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
こ
れ
に
続
け
て

「市
場
社
会
に
お
け
る
移

転
の
場
合
に
独
自
な
こ
と
は
、
そ
こ
で
は
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
レ
ヴ

ェ
ル
の
諸
個
人
間
の
不
断
の
競
争
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
」
（同
）
と
述
べ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
追
究
し
よ
う
と
し
な
い
。
慣
習
的

ｏ
身
分
的
社
会
に
お
け
る
力
の
移
転
の
承
認
は
、
さ
き
に
引

用
し
た
六
二
―
六
三
頁
で
の
立
言
と
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
間
が
湧
い
て
く
る
が
、
設
間
の
仕
方
を
変
え
て
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン

の
モ
デ
ル
構
成
の
問
題
点
を
刻
扶
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
か
れ
は
慣
習
的

・
身
分
的
社
会
に
も
力
の
移
転
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
が
、
こ
の
力
の
移
転
Ｌ
い
う
事
実
は
第

一
の
モ
デ
ル
の
本
質
的
特
徴
を
構
成
す
る
諸
公
準
の
う
ち
に

一
体
ど
の
よ
う
な
形
で
具
体
化
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
見
る
限
り
、
第

一
の
社
会
モ
デ
ル
は
こ
の
点
に
関
し
て
重
大
な
欠
陥
を
含
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
モ
デ
ル

は
、
第
二
の
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
、　
一
方
で
は
後
者
と
同
じ
く
力
の
移
転
が
存
在
す
る
社
会
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
（諸
）
公
準
を
合
ん

で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
時
に
他
方
で
は
後
者
に
お
け
る
力
の
移
転
と
の
相
違
を
明
確
に
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一五
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が
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
モ
デ
ル
は
こ
れ
ら
の
条
件
を
充
た
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第

一
の
モ
デ
ル
が
慣
習
的
・

身
分
的
社
会
に
お
け
る
力
の
移
転
Ｌ
そ
の
特
質
を
十
分
に
定
式
化
し
え
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
第
二
の
モ
デ
ル
は
も
Ｌ
も
と
力
の
移
転
を
含
ま

な
い
架
空
の
社
会
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、力
の
移
転
を
受
容
す
る
政
治
理
論
は
、
必
然
的
に
す
べ
て
第
二
の
所
有
的
市
場
社
会
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
所
有
的
市
場
社
会
以
外
の
社
会
に
お
け
る
力
の
移
転
と
い
う
事
実
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
結
局
の
と
こ
ろ

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
力
の
移
転
を
、
商
品
と
し
て
の
労
働

（力
）
の
売
買
に
基
づ
く
資
本
主
義
的
領
有
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
さ
し
く
こ
こ
に
、
か
れ
の
モ
デ
ル
分
析
に
と
っ
て
の
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
る
。
第

一
の
慣
習
的

・
身
分
的
社
会
か
ら
第
二
の
所
有
的
市
場
社

会
へ
の
移
行
が
歴
史
的
現
実
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
か
れ
自
身
も
十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
を

「
所
有
的
市
場
社
会
が
慣
習
的
社

会
に
と

っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
」
（
一
〇
五
頁
）時
代
と
し
て
把
え
て
い
た
の
に
、
か
れ
の
モ
デ
ル
構
成
が
両
社
会
に
お
け
る
力
の
移
転
の

同

一
面
と
相
違
点
の
定
式
化
に
失
敗
し
た
の
は
何
故
か
。
そ
の
原
因
は
、
そ
れ
ら
二
う
の
社
会
モ
デ
ル
の
間
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
単
純

市
場
モ
デ
ル
を
介
在
さ
せ
、
こ
れ
を
変
形
し
て
所
有
的
市
場
モ
デ
ル
を
導
出
す
る
、
と
い
う
か
れ
の
モ
デ
ル
構
成
の
方
法
そ
の
も
の
に
あ
る
。

Ⅳ

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
懸
案
と
し
て
残
し
て
お
い
た
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
論
文

「
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
」
を
俎
上

に
の
ぼ
す
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
論
文
の

一
般
的
結
論
は
本
稿
の
最
初
の
ほ
う
で
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
か
れ
が
自
説
を
検
証
す
る
の
に

利
用
し
て
い
る

（
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
種
の
）
史
料
か
ら
別
の
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
も
、
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。

い
グ
ン
ゴ
リ
ｏ
キ
ン
グ
の
言
葉
使
い
は
、

「
使
用
人
」
と
い
う
語
は
当
時
あ
ら
ゆ
る
賃
金
生
活́
者
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
マ
タ
フ
ァ
ー
ソ

ン
の
主
張
を
必
ず
し
も
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
キ
ン
グ
は
∧
表
肺
）
に
お
い
て

「
農
事
使
用
人
の
子
供
」
と

「
日
雇
労
働
者
の
子
代
」
を



別
々
に
計
上
し
て
い
る
が
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
か
れ

〔キ
ン
グ
〕
は
、

『農
事
使
用
人
』

か
ら
日
雇
労
働
者
を
除
外
し
て
考
え
て
い
た
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
か
れ
が

『
使
用
人
』
か
ら

『労
働
者
』
を
除
外
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
を

意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
あ
と
で
見
る
よ
う
に
、

『農
事
使
用
人
』
は
し
ば
し
ば
職
業
上
の
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
表
わ
す
の

に
用
い
ら
れ
た
の
に
た
い
し
、

『
使
用
人
』
の
ほ
う
は
そ
う
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」
（，
Ｎｏ
８

し
か
し
、
こ
の
分
類
の
仕
方
か
ら
だ
け

で
は
、
キ
ン
グ
が

「
使
用
人
」
か
ら
■
労
働
者
」
を
除
外
し
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
はヽ
何
・も
言
え
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ

ン
の
主
張
を
肯
定
す
る
も
の
で
も
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
問
題
は
、

「
と
い
う
の
は
」
以
下
の
理
由
、つ
け
の
後
半
部

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
使
用
人
」
と
い
う
用
語
が
賃
金
生
活
者
の
う
ち
の
特
定
グ
ル
ー
プ
を
指
す
の
に
使
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た

の
か
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が

「住
込
み
の
使
用
人
」

（ゴ
器
コ
Ｒ
Ｆ↓

だ
け
を
意
味
す
る
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
例

は
、
キ
ン
グ
の
∧
表
鴫
）
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
は
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
も
認
め
て
い
る

（つ
ド
じ

。
し
か
し
か
れ
は
、
そ
う
し
た
狭
義
で

の
用
法
は

「
副
次
的
な
い
し
例
外
的
」

（）
館
じ

で
あ
る
と
い
う
意
見
を
固
執
し
て
譲
ら
ず
、
こ
の
∧
表
Ⅲ
Ｖ
に
お
け
る
用
例
も
、
そ
の
よ

う
な
―
―
世
帯
内
で
の
各
人
の
相
互
関
係
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
―
―
特
殊
な
用
例
と
し
て
扱
う

（フ
ＮＮ
）
。　
こ
の
処
理
は
果
し
て
正

当
だ
ろ
う
か
。
キ
ン
グ
自
身
は

「
イ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
お
ら
ず
、
逆
に
雇
主
の

「
家
族
」
に
含
ま
れ
な
い
賃
金
生
活

者
を
示
す
の
に
∧
主
却
Ｗ

（〓
”
Ｆ

↓
静
げ
）
に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ

「労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人

（ｏ
ｒ
″
Ｒ
≦
５
↓
」
と
い
う
表
現

を
使
っ
て
い
る
事
実
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
む
し
ろ

「
使
用
人
」
と
い
う
語
は

「住
込
み
の
使
用
人
」
を
意
味
す
る
の
が

一
般
的
用
法
で
あ
っ
た

と
考
え
る
ほ
う
が
、
素
直
な
読
み
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
説
を
積
極
的
に
裏
付
け
る
用
例
を
、
キ
ン
グ
の
用

語
法
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
触
れ
て
お
く
と
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は

『統
治
論
』
の
八
五
節
（前
出
参
照
）

を
引
用
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
そ
し
て
ロ
ッ
ク
に
と

っ
て
契
約
に
よ
る
使
用
人
は

『
通
例
』
↑
ｏ
日
日
ｏ
Ｌ
「
）
住
込
み
の
使
用
人
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の

『
通
例
』
と
い
う
留
保
条
件
は
、
使
用
人
と
い
う
用
語
が
…
…
…
通
い
で
勤
め
る
者
を
含
む
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
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く
、そ
の
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
（Ｓ
ミ
し

前
半
部
に
つ
い
て
は
私
も
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
が
、

「
し
か
し
」
以
下
の
部
分
に
い
た
っ
て
は
苦
し
ま
ざ
れ

の
逃
げ
口
上
と
し
か
形
容
の
仕
様
が
な
い
。

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
キ
ン
グ
に
依
拠
し
て
論
じ
て
い

る
問
題
の

，
つ
に
、
種
々
の
賃
金
生
活
者
の
数
に
関
す

る
議
論
が
あ
る

（０
・ド
８
。
か
れ
が
キ
ン
グ
の
三
種
類

の
∧
表
Ｖ
に
基
づ
い
て
算
定
し
た
結
果
を

一
覧
表
に
ま

表
１
　
種
々
の
賃
金
生
活
者
の
数

労
働
す
る
人

々
及

び
通

い
の
使
用
人

ウ
チ
農
事
使
用
人

″
　
日
雇
労
働
者

″
　
そ
の
他
の
通

い
の
使
用
人

住
込
み
の
使
用
人

ウ
チ
農
事
使
用
人

二
六
万

男

三
一
万
二
〇
〇
〇

一
〇
万
六
五
〇
〇

一
七
万
三
五
〇
〇

（三
万
二
〇
〇
〇
）

一
三
万

一
〇
万
四
〇
〇
〇

ウ

チ

成

人

三
〇
万

女

三
六
万
四
〇
〇
〇

五
六
万

合

計

一
〓
ハ
二

と
め
れ
ば
、
下
の
よ
う
に
な
る
人
括
孤
内
の
数
字
は
筆
者
に
よ
る
補
足
）
。

「
住
込
み
の
使
用
人
」
の
数
は
キ
ン
グ
の
∧
表
Ｖ
か
ら
転
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

「労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
の
欄
の

「
成

年
男
子
」
の
人
数
は
若
干
の
注
意
を
要
す
る
。
実
は
こ
の
三
一
万
三
〇
〇
〇
人
と
い
う
数
は
、
「労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
の

「
家

族
」
三
六
万
四
〇
〇
〇
世
帯
の
う
ち
、
七
分
の
一
の
家
族
の
世
帯
主
が
男
で
は
な
い
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
算
出
さ
れ
た
数
値
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
・も
、
も
し

「
共
稼
ぎ
」
の
存
在
を
想
定
す
る
Ｌ
す
れ
ば
、
実
際
に
雇
わ
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
男
女
の

「労
働
す
る
人
々
と
通
い
の
使
用
人
」
の
数
は
も
っ
と
ず
っ
と
多
く
な
る
。
か
り
に

一
世
帯
当
り
の
子
供

（十
二ハ歳
末

満
）
を

一
０五
人
と
す
れ
ば
、
「労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
の
子
供
の
総
数
は
五
四
万
六
〇
〇
〇
人
。
こ
れ
を

「労
働
す
る
人
々
及

び
通
い
の
使
用
人
」
の
家
族
に
属
す
る
老
若
男
女
の
総
数

一
二
七
万
五
〇
〇
〇
人
か
ら
差
し
引
く
と
、
七
二
万
九
〇
〇
〇
人
。
こ
れ
が
、

「労

働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
の
家
族
に
属
す
る
十
六
歳
以
上
の
男
女
の
数
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
ど
れ
だ
け
が
実
際
に
雇
用

さ
れ
て
い
た
か
は
、
キ
ン
グ
の
諸
々
の
∧
表
Ｖ
か
ら
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。



前
表
１
の
数
字
を
論
拠
に
し
て
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
当
時
い
か
に
多
数
の
通
い
の
使
用
人
が
い
た
か
と
い
う
こ

と
、
特
に
成
年
男
子
の

「労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
の
数

（
三

一
万
二
〇
〇
〇
人
）
が
、
あ
ら
ゆ
る
年
齢
の
男
の
住
込
み
使
用
人

の
数

（
二
六
万
人
）
を
か
な
り
上
回

っ
て
い
る
こ
Ｌ
、
ま
た
成
年
男
子
の
通
い
の

「
農
事
使
用
人
」
の
数

（
一
〇
万
六
五
〇
〇
人
）
が
成
年
男

子
の
住
込
み
の

「
農
事
使
用
人
」
の
数
（
一
〇
万
四
〇
〇
〇
人
）
と
ほ
ぼ
等
し
い
こ
と
、
で
ぁ
る
。
か
れ
が
勘
定
に
入
れ
な
か
っ
た

「
共
稼
ぎ
」

の
労
働
者
家
族
の
存
在
を
仮
定
す
れ
ば
、

「
労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
の
実
数
は
さ
ら
に
増
え
る
は
ず
で
あ
る

（
こ
れ
は
、
当
時

の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
実
態
に
迫
る
う
え
で
無
視
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
問
題
で
あ
る
）
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
厖
大
な
数
の

「
労
働
す
る
人
々

及
び
通
い
の
使
用
人
」
が
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、
使
用
人
と
そ
の
主
人
と
の
関
係
を
資
本
主
義
的
な
雇
用
関
係
と
し
て
把
え
よ
う
と
す

る
か
れ
の
立
場
の
補
強
に
は
役
立
っ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え

「
労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
の
数
が

「
住
込
み
の
使
用

人
」
の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回

っ
て
相
当
数
に
上
る
と
い
う
こ
と
が
事
実
だ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
使
用
人
と
い
う
語
が
賃
金
を
得

て
働
く
あ
ら
ゆ
る
人
を
意
味
し
た
と
い
う
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
説
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
反
対
に
、
か
れ
の
主
張
に
た

い
し
て
疑
間
を
抱
か
せ
る
材
料
に
す
ら
な
り
う
る
。
ど
う
し
て
キ
ン
グ
は
、
賃
金
生
活
者
の
実
質
的
部
分
を
占
め
る
こ
れ
ら
の
人
々
を
指
す
の

に

「労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
な
ど
と
い
う
回
り
く
ど
い
表
現
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
端
的
に

「
使
用
人
」
と
呼
ば
な

か
っ
た
の
か
。

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
思
う
に
、
キ
ン
グ
が
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
、

こ
れ
ら
の
人
々
を
、
雇
主
の

「
家
族
」
の
構
成
員
に
算
入
さ
れ
て
い
る

「
使
用
人
」
か
ら
区
別
す
る
必
要
の
た
め
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

日

「
使
用
人
」
と
い
う
語
の
用
法
を
調
べ
る
た
め
に
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
利
用
し
て
い
る
二
番
目
の
史
料
群
は
、
四
季
裁
判
所
の
賃
金
査
定

で
あ
る
。
だ
が
か
れ
が
サ
ン
プ
ル
と
し
て
抽
出
し
た
賃
金
査
定
の
史
料
（十
三
例
）を
入
手
し
て
い
な
い
の
で
、
残
念
な
が
ら
か
れ
の
結
論
の
当

否
を
仔
細
に
点
検
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
い
ま
手
許
に
あ
る
同
種
の
史
料
を
典
拠
に
し
て
、
か
れ
の
主
張
に
た
い
す
る

疑
間
を
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
の

一
六
八
四
年
の
賃
金
査
勧
ざ
あ
る
（但
し
、　
一
部
省
略
“

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
全
二



s
A master freemason . . 1
A master rough rnason
Servants and apprentices above
18 and having seved 2 yea*.
Under 18
A joiner 1
Servants and apprentices above
18 and having served 2 years . 1
Under 18
Master carpenter
Journeyman and servants above
18 having served above 2 years
Under 18
I\{aster bricklayer, tiler and
plasterer I
Servants and apprentices above.
18 having served 2 years.
UnderlS . . . .

Day from mid.Sep-
tember to middle

of Nlarch

with meat
and drink without

1  0
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陥 rch to middle
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tsy the year
Bailiff of husbandry taking charge to discharge the same .
A chief hind, best ploughman or carter.
Second sort of them
Best woman cook
Second woman servant
Dairy or wash maid
Chamber lnald 。   。   .   。   .   .   .   .   ●   ●
Servlngman, coachiman, butler or grOom with a livery   .    。
Without a liVery    .    .    。    。    .    .    ●    o    ●

By the great, without meat and drink
Mowing an acre of upland grass   .  .  .  .  .  .
h the meadow .  .  .  .  .  ●  ●  ●  ●  ●
Reaping,binding and shocking an acre of wheat or rye  。   。
Mowing an acre of barley or oats   .    .    .    。    .    .
Mowing・ ∞cking and thttrging the same .   .   。   .   .
Binding and shocking an acre of wheat or rye .  。  .  .
Dragging and codζ ing an acre of barley br oats .    .    .    .

Mbwing・ gleaning,drag.・ lng and cocking an acre of beans or pease

Mowing the same  。  。  。  .  .  。  .  ●  ●
COcking, dragging and gleaning the ttlne :    .    。    。    .
‐ king a new ditd■ 4 foot Wide, 3 fo6t deep,double sett with
quick, and gathering setts for the Same at the′ rate of 16 fOot

十the pOle.  .  .  .  .  .  .  ●  ●  ●  ● 1   0



見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
賃
金
査
定
で
は
三
つ
の
形
態
の
賃
金
、
す
な
わ
ち
日
給
、
年
給
、
出
来
高
給
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
注
目
し
て
ほ

し
い
の
は
、
日
決
め
で
雇
わ
れ
る
最
初
の
グ
ル
ー
プ
で

「
使
用
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
々
で
あ
る
。
か
れ
ら
が

「
使
用
人
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
は
、
自
分
の

「
親
方
」
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
、
記
載
形
式
か
ら
し
て
明
々
自
々
で
あ
る
。
ま
た
か
れ
ら
が
親
方
の

「
住
込
み

の
使
用
人
」
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
脅
し
て
か
れ
ら
は
、
自
分
の
親
方
が
顧
客
に
雇
わ
れ
て
仕
事
を
す
る
と
き
、
モ

の
補
助
労
働
力
と
し
て
共
に
働
く
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で
は
、
二
種
類
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、　
一
つ
は
親
方
と

そ
の
使
用
人
と
の
関
係
、
も
う

一
つ
は
か
れ
ら
と
か
れ
ら
を
雇
う
顧
客
と
の
関
係
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ず
れ
を
も
っ
て
資
本
主
義
的
な

雇
用
関
係
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
貨
幣

（
の
み
）
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
非
人
格
的
な
関
係
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
後
者
で
あ
る
。

他
方
、
労
資
関
係
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
前
者
の
関
係
の
う
ち
に
そ
の
萌
芽
が
宿

っ
て
い
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
親
方
と
そ
の

使
用
人
と
の
関
係
は
、
後
者
が
見
習
修
業
中
の

「
徒
弟
■
と
同
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
事
実
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
純
然
た
る
賃
金
関
係
と
い

う
よ
り
も
、

「
主
従

（〓
器
けｏ
喘
質
ュ

∽
ｏ
コ
”
い
↓

関
係
」
と
い
う
色
彩
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
使
用
人
」
と
い
う
語
を

単
な
る
賃
金
生
活
者
と
い
う
意
味
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
Ｌ
は
、
こ
の
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
社
会
的
関
係
の
重
要
な
側
面
を
切
り
捨
て
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
頁
の
史
料
は
、
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
賃
金
査
定

（
一
五
六

一。
輸
）

の

ず
部
で
あ
る
。

マ
ク
ァ
ァ
ー
ソ
ン
も
同
じ
よ
う
に
推
論
し
て
い

る
が
、
年
季
雇
の
使
用
人
は
雇
主
の
と
こ
ろ
に
住
込
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

（，
障
じ
、
こ
こ
で
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、

「
使
用
人
」

と
い
う
語
は
通
常

「住
込
み
の
使
用
人
」

を
意
味
し
た
と
い
う
意
見
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
い
。　
サ
マ
セ
ッ
ト
と

ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
シ
ヤ
ー
の
賃

金
査
定
に
つ
い
て
Ｒ
・
Ｋ

ｏ
ケ
ル
ゾ
ン
が
作
成
し
た
表
に
お
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
様
の
使
い
方
が
な
さ
れ
て
い
ａ
″

つ
ま
り
ヽ

「
使
用
人
」

と
い
う
語
が
名
称
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
年
季
雇
の
場
合
で
、
日
給
で
働
く
人
々
は

「労
働
者
」
ま
た
は
石
工
・
大
二
等
々
と
い
っ
た
具
体

的
な
職
業
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
十
六
世
紀
末
と
十
七
世
紀
の
十
三
の
賃
金
査
定
を
調
査
し
た
う
え
で
、
使

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
ハ
五
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Rates for dayes wayges durhg the tyme of Har宙 st.

with meate& drinck. without meate & Drynck.
viij d. Mowers by the acre.A Mower

A I/Ian Reaper
A Woman Reaper
A Commen liaborer

vJ.
iiij J.

iijグ .

iij J。

vij d. Otes
vj d. Grasse
vij d. Barlye

iiii″ .

viij J.

vグ .

法
経
研
究
三
二
巻
三
号

（
一
九
八
三
）

粗 ∫槻 1二1靱
・ 畔 即 磁e

And for wheate or Rye, Bypped by the acre

with meate & drynck.
From Harvist to Hallowtye

Laborers iij d.
From Hallowtyde to ester ij d.
From ester to harvist iij″ .

Artificers from ester to mighelmas.

with meate & drynck.
The master carpenter & saweer vi d,

Xvi J.

without meate & drynck.

vjグ .

vJ.
vj d。

without meate & drynck。

ix″ .

vij J.
っ         viijグ .

vj″ .

without meate & drynck.

vij J.

vj d.

Viグ .

vグ .

Other men
Brekelayers, tylers & thatchers
Other men

五ij J.

vグ .

ili J.

Artificers from mighelmas to eater.

with meate & drynck.
The master carpenter & saweer
Other men
Brekeliayers, tylers & thatchers
Other men

ilijグ .

iij J.

iij″。
ijグ。Ob

Rates off waygeS for servandes At husbandry etc.  Fyrst no baylyff of

husbandrye shall take abOve xl Se fOr the wayges by the yere & for his

Lyuerye vj S. viij J.

Item no cheyffe or hedd servand of husbandrye Shall  take  for his

myges by the yer above xxxiij s. liijJ。 , & for his Lyuerye vj S.viij d.

Item no conllnone man servand of husbandrye shall take aboue xxvi S.

Viij″ 。 by the yere for his wagges, 8` for his Lyverye v S.
Item no man servand under the age of xvi yere Shall take eny wage,

but onelye sufficient c10the, meate, Drynck, & other necessaryes.

Item nO wOman seravnd vnmaryed shall take abOve xx S.  by the yere

for her wayges, 85 for her Lyver v S.
Item that no woman servand vnmaryed, under the age Of xviijth yere

shall  take eny wayges,  but onelye meate,  dryncke,  cloth &  Other

neCeSSaryesP aS山 ぼbe ttreed&thOuψ t ttOd by the maSter&miStress,

一
一一ハ
一ハ



用
人
＝
す
べ
て
の
賃
金
生
活
者
と
い
う
か
れ
の
主
張
に
た
い
す
る
い
か
な
る
反
証
も
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
い
切

っ
て
い
る
が

（り
ヽ
お
）
、

私
と
し
て
は
実
に
不
思
議
で
た
ま
ら
な
い
。　
一
体
ど
の
よ
う
な
証
拠
を
提
出
す
れ
ば
、
か
れ
の
説
に
た
い
す
る
有
効
な
反
証
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
か
れ
自
身
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

（フ
ヽ
Ｐ

揺
じ

、

「
使
用
人
」
は
社
会
的
関
係
を
表
わ
す
言

葉
で
あ
る

（
「
マ
ス
タ
ー
」
の
い
な
い

「
サ
ー
ヴ

ァ
ン
ト
」
と
い
う
の
は
、
形
容
矛
盾
で
あ
る
）
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
給
生
活
者
に

「
使
用

人
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
人
々
に
と
っ

・て多
か
れ
少
な
か
れ
抵
抗
感
を
梓
ち

た
に
ち
が
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、

か
れ
ら
と
か
れ
ら
の
雇
主
と
の
関
係
に
は
、
社
会
的
関
係
と
い
え
る
だ
け
の
持
続
性
が
欠
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。

と
こ
ろ
で
、
か
れ
の

一
般
的
結
論
を
紹
介
し
た
さ
い
に
す
で
に
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
他
方
で
、
資
金
査
定
に
お
け
る

「
使
用
人
」
と
い
う
語
の
用
法
を
、
こ
の
語
が
賃
金
生
活
者
の

一
部

（
「
年
季
雇
人
」
）
だ
け
を
指
す
特
殊
例
の

一
つ
と
し
て
扱
っ
て
い
る

（つ
館
じ

。　
か
れ
が
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
今
わ
れ
わ
れ
が
見
た
よ
う
に
、
賃
金
査
定
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
賃
金
生
活
者

と
い
う
意
味
で
の

「
使
用
人
」
の
用
例
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
同

一史
料
の
こ
う
し
た
使
い
方
自
体
、
御
都
合

主
義
の
謗
り
を
免
れ
え
な
い
が
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
付
言
し
て
曰
く
―
―
賃
金
査
定
に
お
い
て
様
々
な
賃
金
生
活
者
が
使
用
人
と
い
う
総
称

で
よ
り
も
む
し
ろ
各
自
の
職
業
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

「
か
れ
ら
が
政
治
的
な
い
し
社
会
的
な
意
味
で
使
用
人
と
考
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。」
（，
障
じ

こ
の
よ
う
な
言
い
訳
そ
の
も
の
が
一
か
れ
の
説
を
積
極
的
に
実
証
す
る
用
例

の
乏
し
さ
を
告
白
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

日

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
取
り
上
げ
て
い
る
第
二
の
史
料
は
、
パ
ト
ニ
ー
会
議
で
の
選
挙
権
の
範
囲
を
め
ぐ
る
討
論
、
特
に
平
等
派
の
選
挙
権

提
案
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
第

一
次

『
人
民
協
約
』
の
選
挙
権
条
項
に
関
す
る

一
六
四
七
年
十
月
二
九
日
の
討
議
に
お
い
て
、
平
等
派
の
代

弁
者
ペ
テ
ィ
は
、

「
徒
弟
、
使
用
人
、
施
物
を
受
け
取
る
連
中
」
を
除
外
す
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は

「
か
れ
ら
が
他

の
人
々
の
意
志
に
従
属
し
て
お
り
、

（
こ
れ
ら
の
人
々
の
）
不
興
を
買
う
こ
と
を
恐
れ
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
使
用
人
と
徒
弟
に
つ

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
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い
て
い
え
ば
、
か
れ
ら
は
自
己
の
主
人
の

一
部
で
あ
り
、　
一
軒
ご
と
に
施
物
を
貰

っ
で
回
る
連
中
の
場
合
も
竹
の
通
り
で
あ
る
。

（静
０
ヽ
”
【Φ

Ｐ
ａ

ｒ

お

ロ

ゴ

諄

住
『

ヨ
Ｂ

計
Ｒ

Ｐ

２
巳

８

ど
け

ま

詳

け
Ｆ
８

ｏ

ヽ
８

ｏ
守
ｏ

ユ
ロ

や
ｏ
日

３

Ｒ

ざ

輿
ご
【
・
ビ

（
Ｔ

ド

ト
　

一
〓
一八

頁

）

こ

こ

に
出
て
く
る

「
『
使
用
人
』
と
は
す
べ
て
の
賃
金
生
活
者
を
意
味
し
た
」
（つ
ド
３

と
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
断
定
し
て
い
る
が
、　
そ
の
理
属

は
こ
う
で
あ
る

（も
つ

Ｎ
尽
―
じ
を
参
照
）
。
か
れ
ら
を
排
除
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
他
人
の
意
志
へ
の
従
属
と
は
、
家
父
長
制

に
よ
る
従
属
関
係
の
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
人
の
意
志
に
従
属
し
て
い
る
者
の
う
ち
に
は
、

「
使
用
人
」
ば
か
り
で
な
く
、

「
一
軒

ご
と
に
施
物
を
貫
っ
て
回
る
連
中
」
も
合
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
使
用
人
と
こ
れ
ら
の
連
中
に
共
通
し
て
い
る
他
人
の
意
志
へ
の
従
属
と

は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
無
産
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に

「
生
活
の
資
」
を
得
る
に
さ
い
し
て
他
人
の
意
志
に
従
属
せ
ぜ
る
を
え
な
い
Ｌ
い
う

こ
と
で
、
こ
れ
に
は
雇
用
関
係
に
よ
る
従
属
も
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
さ
れ
た
従
属
を
判
断
の
規
準
と
す
れ
ば
、

「
使

用
人
」
は
す
べ
て
の
賃
金
生
活
者
を
包
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、

「
使
用
人
」
が

「徒
弟
」
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
前
者
を
後
者
に
近
づ
け
て
理
解
す
る
余
地
を
残
し
て
い
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
積
極
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
使
用
人
は
徒
弟
と
同
じ

「住
込
み
の
使
用
人
■
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
。
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
が

「
使
用
人
は
、
使
用
人
で
い
る
あ
い
だ
は
、

〔有
権
者
に
〕
含
ま
れ
な
い
」

（
一
三
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、

そ
う
し
た
解
釈
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
他
人
の
意
志
へ
の
従
属
を
、

「
生
活
の
資
」
を
得
る
う
え
で
の
従
属
と
同
等

視
す

る
の

は
、
あ
ま
り
に
も

「純
粋
経
済
学
的
」
な
思
考
で
、　
マ
ス
タ
ー
・
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
間
の
保
護
と
奉
仕
と
い
う
、
単
な
る
賃
金
関
係
に
還
元
し
え

な
い
重
要
な
側
面
を
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
管
見
の
限
り
で
は
、
使
用
人
＝
す
べ
て
の
賃
金
生
活
者

と
い
う
等
式
に
背
反
な
い
し
低
触
す
る
用
例
の
数
は
、
例
外
と
し
て
済
ま
せ
る
限
度
を
大
幅
に
超
え
て
お
り
、
む
し
ろ
マ
タ
フ
ァ
ー
ソ
ン
と
は

反
対
に
、

「
使
用
人
」
と
い
う
語
は

「
住
込
み
の
年
季
雇
人
」
に
た
い
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
通
則
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

アつ
。



７
７

こ
こ
で
も
う

一
度
キ
ン
グ
の
∧
二
翅
Ｖ
に
立
ち
返

っ
て
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
と
は
別
の
角
度
か
ら
同
表
を
吟
味
し
て
み
た
い
。
国
民
全
体
は

王
国
の
富
を
増
加
さ
せ
る
グ
ル
ー
プ
と
し
か
ら
ざ
る
グ
ル
ー
プ
と
に
三
分
さ
れ
る
が
、
後
者
を
構
成
す
る
の
は
四
つ
の
階
層

（蘊
５
ド
Ｐ

Ｕ
ｏ
‐

鳴
８
ｏ
ｏ
ゴ
饉
８
■
Ｓ
●
０
日
露
ぱ
ユ
ｏ
３
）
、
す
な
わ
ち

「平
の
水
夫
」
、

「
労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」、
「
小
屋
住
農
と
被
救
済

民
」
、

「
平
の
兵
士
」
、

「
浮
浪
者
」
で
あ
る
。
最
後
の

「
浮
浪
者
」
は
と
も
か
く
、

「労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
を
国
富
を
減

少
さ
せ
る
グ
ル
ー
プ
に
含
め
る
こ
と
は
、　
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
十
七
世
紀
後
半
に
現
わ
れ
て
く
る

「労
働
者
の
国
家
的
重
要
性
」
の
認
識

（後

述
）
に
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
れ
ら
が
王
国
の
富
を
減
少
さ
せ
る
階
層
と
み
な
さ
れ
た
の
は

一
体
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。　
一
つ
に
は
か

れ
ら
の
実
態
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
節
の
後
半
部
で
検
討
す
る
。
表
作
成
上
の
問
題
で
い
え
ば
、

理
由
は
単
純
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
表
で
は

「
家
族
」
を
単
位
と
し
て
富
の
増
減
を
推
計
し
て
い
る
の
で
、
生
産
手
段
を
所
有
せ
ず
、
そ
れ

ゅ
え
生
産
機
能
を
果
ｔ
え
な
い

「労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
の

「
家
族
」
は
、
富
を
増
加
さ
せ
る
グ
ル
ー
プ
か
ら
除
外
さ
れ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
キ
ン
グ
が

「
家
族
」
と
い
う
集
団
を
生
産
の
担
い
手
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は

「
家
族
」
が
実
際
に
生
産
共
同
体
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
か
れ
が
そ
う
考
え
て
い
た
こ
と

だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

（
ま
た
ロ
ッ
ク
が
、
自
然
状
態
の
第
二
段
階
に
お
け
る
商
品
生
産
の
主
体
と
し
て

「
家
族
」
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
第
Ⅱ
節
で
指
摘
し
て
お
い
た
。）
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
王
国
の
富
は
ど
の
よ
う
な
種
類

（階
層
）
の

「
家
族
」
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
キ
ン
グ
は
、
王
国
の
富
を
増
加
さ
せ
る
主
要
な
生
産
主
体
を
ど
こ
に
見
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
Λ
主
表
Ｖ
の

一
部
を
―
―
い
く
つ
か
の
項
目
を
省
留
し
て
―
―
組
み
替
え
た
も
の
が
次
表
で
あ
る
。

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
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二
七
〇

表
２
は
、
最
も
多
く
富
を
増
加
さ
せ
る
七
つ
の
階
層
を
上
か
ら
順
に

並
べ
た
も
の
で
あ
る
。
国
富
増
大
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
階
層
の
決
定
的

役
割
は

一
目
瞭
然
で
、
驚
く
な
か
れ
、
正
味
の
増
加
額
の
九

一
・
三
パ

ー
セ
ン
ト
が
、
こ
れ
ら
七
階
層

（家
族
数
で
全
体
の
二
六

・
六
、
総
人

数
で
二
五
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
）

に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。
農
業
と
交
易
に
従
事
す
る
諸
階
層
に
よ
っ
て
築

か
れ
る
王
国
の

富
、
こ
れ
が
キ
ン
グ
の
眼
に
映
じ
た
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
像
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
階
層
の

「
家
族
」
規
模
は
、　
分
夕
分

「
住
込
み
の
使
用
人
」
を
含
ん
だ
）
平
均
値
で
五
―
八
人
だ
か
ら
、
決

し
て
大
き
い
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
キ
ン
グ
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
当
時

の
生
産
活
動
は
こ
う
し
た

「
家
族
」
を
主
体
と
し
て
営
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

（
ロ
ッ
ク
の
念
頭
に
あ
っ
た
生
産
主
体
と
し
て
の

「
家
族
」

の
規
模
も
、
多
分
こ
の
程
度
で
あ
っ
た
と
想
像
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。）

そ
し
て
こ
れ
ら
の

「
家
族
」
が
生
産
組
織
と
し
て
現
実
に
機
能
す
る
た

め
に
必
要
な
労
働
力
は
、

「労
働
者
」

（
キ
ン
グ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使

え
ば

「
労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
）
を
雇
う
こ
と
に
よ
っ

て
調
達
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
れ
ら
の

「
労
働

者
」
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
―
―
主
と
し
て
ロ
ッ

表2富 を増 加 させ る上位 7階 層

Ranks, Degrees, Titles,
and Qualifications 家族数 総 人数

一人当

増加額

全
増
額

層
の
総

階
体
加

Freeholders

Freeholders

Gentlemen

Marchants and traders by sea

Persons in the law

Farmers
Marchants and traders by sea

５

７

８

６

７

５

８

£ s.J.

10  C

1 0 C
2 10  C

5 0 C
3 0 (

5 (

10  0 (

£

350000

280000

240000

240000

210000

187000

160000

以 上 の 合 計 (A) 362000 196000C 166700C

富を増加させる階層全体の合計

富を減少させる階層全体の合計

正 味 の 合 計   (B)

511586

849000

136058C
刺蜘呻

244710C

―-62200C

182510C

(A) /(B) (%) 26. 35◆ 9



ク
お
よ
び
同
時
代
の
重
商
主
義
者
た
ち
の
眼
を
通
し
て
―
―
探

っ
て
み
よ
う
。

こ
れ
も
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の

一
般
的
結
論
を
紹
介
し
た
さ
い
に
述
べ
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
か
れ
に
よ
れ
ば
、

「
労
働
者
」
と
い
う
語

は
社
会
的
関
係
を
表
わ
す
の
に
は
不
向
き
で
、
身
分
や
地
位
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
語
が
比
較
的
よ
く
使
わ
れ
た
の
は
、
賃
金
生

活
者
が
生
産
諸
要
素
の

一
う
で
あ
る
労
働
の
所
有
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
経
済
論
に
お
い
て
で
、　
ロ
ッ
ク
の

『
利
子

・
貨
幣
論
』
も
そ
の

一
例
で

あ
る

（，
Ｎ
８
）
。

そ
の
中
の
議
論
で
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
特
に
重
視
し
て
い
る
箇
所
は
、
以
下
の
三
つ
で
あ
る

（
二
四
四
、
二
五
〇
―
五

一

頁
）
。

①

「
一
般
に
や
っ
と
そ
の
日
暮
し
の
生
活
を
し
、
実
際
に
も
ト
レ
ー
ド
の
た
め
に
労
働
す
る
人
々
と
考
え
ら
れ
て
い
る
労
働
者
は
、
食
糧
，

衣
服
、
道
具
を
買
う
に
足
る
だ
け
の
貨
幣
さ
え
持

っ
て
い
れ
ば
、
彼
ら
の
仕
事
を
十
分
に
果
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
物
は
す
べ
て
、
巨
額
の

貨
幣
を
手
元
に
寝
か
せ
て
お
か
な
く
と
も
、
十
分
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
労
働
者
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
通
常
週
に

一度
支
払
い
を
受
け
る
の
で

…
…
…
絶
え
ず
彼
ら
の
懐
か
、
あ
る
い
は
労
働
者
に
賃
金
を
支
払
う
人
々
の
手
元
に
、
常
に
平
均
し
て

一
週
間
分
の
賃
金
が
現
金
で
存
在
す
る

（２６
）

と
推
定
し
て
よ
い
。」

②

「
貧
し
い
労
働
者
や
職
人
も

〔租
税
を
〕
支
払
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
ほ
と
れ
ま
で
も
ま
さ
し
く
そ
の
日
暮
し
の
生
活

を

し

て
お

り
、
彼
の
食
糧
、
衣
類
お
よ
び
道
具
類
が
す
べ
て
以
前
よ
り
も
四
分
の

一
多
く
か
か
る
と
す
れ
ば
、
暮
し
て
ゆ
け
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
彼
の

賃
金
も
物
価
と
と
も
に
上
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
彼
は
自
分
の
労
働
で
自
分
自
身
と
家
族
の
生
活
を
維
持

し
て
ゆ
け
な
い
た
め
、
教
区
の
世
話
に
な
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
そ
の
土
地
は
も
っ
と
重
い
形
で
負
担
を
負
う
こ
と
に
な
場
ど

③

一
国
か
ら
の
貨
幣
の
流
出
は
、
そ
の
国
の
人
々
の
収
入
を
そ
の
分
だ
け
減
少
さ
せ
る
。
そ
う
な
る
と
人
々
は
前
と
同
量
の
貨
幣
を
手
に
入

れ
よ
う
と
躍
気
に
な
る
が
、　
フ
」
う
し
た
引

っ
ぱ
り
合
い
や
争
い
は
通
常
土
地
所
有
者
と
商
人
と
の
間
で
起
こ
る
。
と
い
う
の
は
労
働
者
の
分

け
前
は
、
ぎ
り
ぎ
り
の
生
存
維
持
分
以
上
に
な
る
こ
と
が
め
っ
た
に
な
い
の
で
、
こ
の
種
の
人
々
が
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
考
え
た
り
、

（共
通

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
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に
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一一七
一
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の
利
害
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
）
彼
ら
の
分
け
前
の
た
め
に
金
持
と
争

っ
た
り
す
る
時
間
や
機
会
を
持
つ
余
裕
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
あ
る
共
通
の
深
刻
な
困
窮
が
、
彼
ら
を
団
結
さ
せ
て

一
つ
の
全
面
的
な
騒
動
に
導
き
、

〔金
持
に
対
す
る
〕
敬
意
を
忘
れ
さ
せ
、
武
力
に

よ
っ
て
彼
ら
の
窮
状
を
切
り
開
く
よ
う
に
勇
気
づ
け
る
と
き
に
は
、
そ
の
限
り
で
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
彼
ら
は
時
に
は
突
然
金
持
に
襲
い

か
か
り
、
洪
水
の
よ
ヶ
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

一
掃
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
は
、
怠
慢
で
管
理
を
誤

っ
た
政
府
の
失
政
に
よ
る
場

（露
）

合
以
外
に
は
、
め
っ
た
に
起
こ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。」

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
引
用
文
０
と
③
の
場
合
、　
ヤ
ッ
ク
は
労
働
者
と
い
ヶ
語
を
す
べ
て
の
賃
金
生
活
者
を
包
合
す
る
も
の
と
し
て
使
っ
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
が

（や
ド
ｐ

●
・
Ｎ
ｅ
、
そ
の
根
拠
は
ま
っ
た
く
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、　
単
な
る
推
量
に
す
ぎ
な
い
。　
し
か
も
、
首
肯
し
難

い
推
量
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、　
ロ
ッ
ク
は
別
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ト
レ
ー
ド
に
必
要
な
貨
幣
の
評
量
を

行
う
さ
い
に
、
土
地
保
有
者
、
労
働
者
、
仲
介
業
者
以
外
の
消
費
者
に
つ
い
て
何
も
語
ら
な
か
っ
た
の
は
、

「労
働
者
か
仲
介
業
者
か
土
地
保

有
者
か
の
い
ず
れ
で
も
な
い
消
費
者
は
少
な
い
の
で
、　
彼
ら
は
計
算
に
際
し
て
は
、　
ほ
と
ん
ど
考
慮
に
値
し
な
輸
】
と
い
う

理
由
に
よ
る
。

「
な
ぜ
な
ら
、
子
供
た
ち
や
召
使
い

〔＝
使
用
人
〕
た
ち
の
よ
う
に
、
土
地
保
有
者
に
直
接
依
存
し
て
い
る
人
々
は
、
彼
の
土
地
の
レ
ン
ト
に

よ
っ
て
維
持
扶
養
さ
れ
て
い
る
の
で
、
土
地
保
有
者
の
計
算
に
入
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
稀
ど

こ
の
使
用
人
が

「
住
込
み
の
使
用
人
」
で
あ
る
こ
と
、
言
を
侯
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
賃
金
生
活
者
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
を
占
め
る

「住
込
み
の
使
用
人
」

は
、　
ロ
ッ
ク
の
い
う

「労
働
者
」
に
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
別
の
方
か
ら
で
は
あ
る
が
、
引
用
文
②
も
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ロ

ッ
ク
は
こ
こ
で
　

「
労
働
者
」
と

「
被
救
済
民
」
の
境
遇
を
固
定
的
な
も
の
と
は
見
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
情
況
の
如
何
で
は
労
働
者
が
被
救

済
民
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
の
が
か
れ
の
現
状
認
識
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
公
的
救
済
を
受
け
る
可
能
性
を
も
つ

「
労

働

者
」

は
、
雇
主
の
権
威
と
保
護
の
も
と
に
あ
る

「住
込
み
の
使
用
人
」
と
は
区
別
いさ
れ
て
、
現
に
公
的
救
済
に
依
存
し
て
い
る

「被
救
済
民
」
に
近

い
存
在
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（先
ほ
ど
見
た
ょ
う
に
、

「労
働
す
る
人
々
及
び
通
い
の
使
用
人
」
が
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
王
国
の



富
を
減
少
さ
せ
る
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
人
々

（
の
大
部
分
）
が
生
計
の

一
部
を
す
で
に
慈
善
や
公
的
扶
助
に
頼
っ
て
い

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
嘔
〉

そ
し
て
公
的
な
貧
民
救
済
は
、　
共
通
の
深
刻
な
困
窮
が
暴
徒
と
化
し
た
労
働
者
を
団
結
さ
せ
て
全
面
的
な
騒
動

（引
用
文
０
を
参
照
）
に
追
い
や
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
の
安
全
弁
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
救
貧
制
度
の
必
要
性
は
、
貧
し
い
人
々
に
た

い
す
る
人
道
的
な
見
地
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
公
的
秩
序
の
安
全
を
維
持
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
統
“

ロ
ツ
タ

に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
著
述
家
た
ち
の
こ
ヶ
し
た
態
度
の
根
底
に
は
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
見
抜
い
て
い
る
よ
う
に
、

「
失
政
は
貧
民
を
最
低

の
生
活
に
放
置
し
て
お
く
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
れ
ら
を
団
結
さ
せ
て
武
装
蜂
起

へ
と
追
い
や
る
よ
う
な
並
外
れ
た
貧
困
が
発
生
す
る

の
を
許
す
こ
と
に
あ
る
と
い
う
仮
定
」
、
そ
し
て

「
そ
の
よ
う
な
蜂
起
は
け
し
か
ら
ん
こ
と
で
、　
か
れ
ら
が
自
分
よ
り
も
優
れ
た
人
々
に
払
う

べ
き
尊
敬
を
蔑
ろ
に
す
る
犯
行
で
あ
る
と
い
う
確
信
」
が
存
在
し
て
い
た

（
二
五

一
頁
）。

さ
て
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

「後
期
重
商
主
義
」
の
時
代

（
一
六
六
〇
―

一
七
七
五
）
に
な
る
と
、

「労
働
者
の
国
家
的
重
要
性
」
に
つ
い
て
の

認
識
が
生
ま
れ
て
く
稀
雌

と
い
つ
て
も
ヽ
い
わ
ゆ
る

「労
働
貧
民
」

含
Ｆ

中３
８
置．“

り
ＯＲ
）
が
無
条
件
で
国
富
の
源
泉
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
ざ

っ
ぱ
に
言

っ
て
、
労
働
貧
民
は
、
も
し
規
則
正
し
く
か
つ
適
切
に
雇
用
さ
れ
る
な
ら
国
富
の
豊
か
な
源
泉
に
な
り

う
る
が
、
仕
事
に
就
い
て
い
な
い
場
合
は
逆
に
国
家
の
重
荷
と
な
る
、
Ｌ
い
う
の
が
十
七
世
紀
後
半
の
重
商
主
義
者
た
ち
に
ほ
ぼ
共
通
の
見
解

で
あ
っ
範
”

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
か
れ
ら
は
、
国
富
増
大
を
阻
む
障
害
と
し
て
貧
民
の
怠
惰
を
批
難
し
、
怠
惰
を
助
長
す
る
慈
善
に
た
い
し

て
批
判
的
な
態
度
を
と
り
始
め
る

一
方
、
怠
惰
を
矯
正
し
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
の
多
種
多
様
な
方
策
を
提
案
し
焼
雌

し
か
し
な
が
ら
、
若
干

の
例
外
を
除
け
ば
、　
全
体
と
し
て
の
論
調
は
、　
高
賃
金
を
排
斥
し
、　
低
賃
金

（労
働
者
の
賃
金
は
最
低
限
度
を
充
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
そ
れ
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
）
を
推
賞
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
一
つ
に
は
、
「
順
な
る
貿
易
差
額
の
達
成

の
た
め
に
は
」、
「輸
出
は
増
大
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
ま
た
輸
出
商
品
が
他
国
の
商
品
に
比
し
て
低
価
格
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
ま
た
賃
金
が
相
対
的
に
低
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
岬
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
う

一
つ
の
理
由
は
、

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一七
三
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高
賃
金
の
不
経
済
性
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
賃
金
が
高
く
な
る
と
、
労
働
者
は
そ
の
ぶ
ん
働
く
日
数
を
減
ら
す
の
で
、
国
家
に
と
っ
て
損
失
に

な
る
と
い
う
観
察
と
通
念
が
、
低
賃
金
論
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
絲
蛯

こ
う
し
た
労
働
者
観
に
は
多
少
の
偏
見
が
混
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
当

時
の
労
働
者
の
行
動
様
式
の
特
徴
的
な

一
面
を
写
し
だ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新
し
い
労
働
規
律
に
適
合
す
る
よ
う
に
ま

だ
陶
冶
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
労
働
者
に
と
っ
て
、
仕
事
の
成
就

（Ｆ
りＴ
Ｒ
ご
ＰＳ
一い８
）
で
は
な
く
、
時
間
ぎ
め
の
労
働

（諄
扁
鮎
】群
ｏ電
）は
、

堪
え
が
た
い
苦
痛
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
と
も
あ
れ
、

「教
育
や
伝
統
や
慣
習
に
よ
っ
て
こ
の
生
産
様
式

〔＝
資
本
主

義
的
生
産
様
式
〕
の
諸
要
求
を
自
明
な
自
然
法
則
と
し
て
認
め
る
労
働
者
階
線
型
が
現
わ
れ
て
く
る
ま
で
に
は
、
い
ま
し
ば
ら
く
待
た
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

Ⅵ

最
後
の
論
点
は
、
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
け
る

「
家
父
長
制
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

『
所
有
的
個
人
主
義
の
政
治
理
論
』
の
書

評
で
ラ
ズ
レ
ッ
ト
は
、
当
時

「
使
用
人
」
と
は
通
常

「住
込
み
の
使
用
人
」

（８
野
ｒ
翼
）
だ
け
を
意
味
し
た
と
主
張
し
、
竹
う
し
た
用
法
の

現
実
的
根
拠
を

「
家
父
長
制
」
に
求
め
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
キ
ン
グ
の
数
学
に
よ
れ
ば

（表
１
参
照
）
、
こ
う
し
た

家
父
長
的
関
係
に
あ
る
住
込
み
の
成
年
男
子
使
用
人
の
数
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
な
い
使
用
人
の
数
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い

（後
者
が
三

〇
万
人
以
上
で
あ
る
の
に
前
者
は
十
三
万
人
に
す
ぎ
な
い
）
こ
と
か
ら
し
て
も
、
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
家
父
長
制
性
格
を
重
視
す
る
ラ

ズ
レ
ッ
ト
の
テ
ー
ゼ
は
疑
間
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
前
置
き
し
た
う
え
で
、
お
よ
ぞ
以
下
の
よ
う
な
論
旨
の
反
批
判
を
展
開
し
た

（づ
Ｔ

Ｎ
８
１
じ
を
参
照
）
。

①
雇
用
主
お
よ
び
②
社
会

（ｏ８
目
目
ご
０
に
た
い
す
る
関
係
に
お
い
て
、
住
込
み
の
使
用
人
と
そ
の
他
の
賃
金
生
活
者
Ｌ
の
あ

い
だ

に



は
、
ど
れ
ほ
ど
の
相
違
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
①
ま
ず
雇
主
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
住
込
み
の
使
用
人
の
従
属
は
そ
の
他
の
賃
金
生

活
者
の
竹
れ
よ
り
も
直
接
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
違
い
は
大
し
た
も
の
で
な
い
と
と
が
判
る
。
年
季
雇
の
住

込
み
使
用
人
は
二
種
類
の
従
属
に
服
し
て
い
た
。　
一
つ
は
雇
主
の
支
配
へ
の
従
属
で
、
契
約
期
限
が
切
れ
る
ま
で
こ
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
い
ま

一
つ
は
他
人
に
よ
る
雇
用
へ
の
従
属
で
、
生
き
て
ゅ
く
た
め
に
は
毎
年
毎
年
働
き
目
を
見
っ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
前

者
の
従
属
は
後
者
の
そ
れ
の
い
わ
ば
必
然
的
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
よ
り
基
本
的
な
の
は
後
者
の
ほ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
労
働
市

場
に
お
い
て
職
を
捜
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
の
基
本
的
な
点
で
は
、
住
込
み
の
使
用
人
の
地
位
は
、
通
い
の
使
用
人
や
労
働
者
の
竹

れ
Ｌ
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
す
べ
て
、
生
産
手
段
を
持
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
生
活
の
た
め
に
自
分
の
労
働
力
を
他
人
に
売
ら
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
②
次
に
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
。
住
込
み
の
使
用
人
の
家
父
長
的
関
係
と
そ
の
他
の
賃
金
生
活
者
の
非
家

父
長
的
関
係
は
、
後
者
が
社
会
に
よ
っ
て
独
立
の
人
格
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
に
た
い
し
、
前
者
は
雇
主
に
包
摂
さ
れ
る
者
と
し
て
独
立
の
人
格

を
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
事
態
を
き
た
す
ほ
ど
違
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
を
言
え
ば
、
十
七
世
紀
に
は
賃
金
生
活
者
全
体
が
―
―
そ

の
種
類
の
如
何
を
問
わ
ず
―
―
‐社
会
の
完
全
な
構
成
員
と
は
み
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
限
り
で
住
込
み
の
使
用
人
と
そ
の
他
の
賃
金
生
活
者

と
の
あ
い
だ
に
差
異
は
な
か
っ
た
。
ま
た
福
祉
の
点
で
も
、
社
会
が
両
者
を
別
々
に
扱
う
理
由
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
雇
用
主
は
住
込
み
の
使

用
人
に
た
い
し
て
、
契
約
し
た
賃
金
を
支
払
い
、
年
間
を
通
じ
て
住
居
と
食
事
を
支
給
す
る
こ
と
以
上
の
義
務
を
負

っ
て
お
ら
ず
、
契
約
が
満

期
に
な
れ
ば
か
れ
ら
を
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
家
父
長
的
家
族
は
、
社
会
に
代
わ
っ
て
か
れ
ら
の
福
祉
に
た
い
し
て
責
任
を
負

っ
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
か
れ
ら
の
扶
助
は
―
―
そ
の
他
の
賃
金
生
活
者
の
場
合
と
同
様
に
―
―
社
会
の
責
務
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
結
論
的
に
言
っ

て
、
住
込
み
使
用
人
の
雇
用
主
と
の
家
父
長
的
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
介
し
た
社
会
と
の
関
係
も
、
竹
の
他
の
賃
金
生
活
者
の
雇
用
主

お
よ
び
社
会
と
の
関
係
と
大
し
て
違
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
使
用
人
が
雇
主
に
包
摂
さ
れ
る
者
と
し
て
扱
わ
れ
た
理
由
は
、
か
れ
ら
の
家
父

長
的
関
係
に
で
は
な
く
、
か
れ
ら
の
雇
用
へ
の
依
存
に
求
め
ら
れ
る
。

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一七
五
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以
上
の
よ
う
な
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
議
論
は
、
決
し
て
説
得
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
最
大
の
弱
点
は
、
家
父
長
的
家
族
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
し
に
、
単
な
る
理
屈
だ
け
で
自
説
を
押
し
通
そ
う
と
す
る
論
法
に
あ
る
。
当
時
の
家
父
長
制
は
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が

主
張
す
る
ほ
ど
取
る
に
足
ら
な
い
存
在
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
Ｌ
す
れ
ば
、　
ロ
ッ
ク
の

『統
治
論
』
は
亡
霊
退
治
に
う
つ
つ
を

抜
か
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、　
ロ
バ
ー
ト

・
フ
ィ
ル
マ
ー
と
そ
の
家
父
長
主
義
的
政
治
理
論
こ
そ
、

『統
治
論
』
の
論
駁

・
打
倒

の
対
象
だ

っ
た
の
だ
か
猜
鳴

事
実
、
十
七
世
紀
は
社
会
契
約
説
の
全
盛
期
で
あ
る
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
政
治
社
会
の
起
源
と
政
治
的
義

務
に
つ
い
て
の
家
父
長
主
義
的
解
釈
の
時
期
で
も
あ
り
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の

『
家
父
長
論
』

（Ｎ

」ヾ
き
ミ
ｓ
Ｓ

は
そ
の
代
表
で
あ
っ
め
噂

家
父
長

主
義
的
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
上
下
関
係
、
う
ま
り
、
親
方
と
使
用
人
、
教
師
Ｌ
学
生
、
雇
用
主
と
労
働
者
、
地
主
と
小

作
人
一
牧
師
と
会
衆
、
為
政
者
と
臣
民
の
関
係
が
、
父
子
関
係
を
モ
デ
ル
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
家
父
長
主
義
的
思
考
様

式
は
、
教
会
の
教
理
問
答
書

↑
算
ｏ卜
が
日
）を
通
じ
て
、　
一
般
大
衆
の
あ
い
だ
に
も
広
く
浸
透
し
て
い
鶴
峙

だ
か
ら
こ
そ
ロ
ッ
ク
は
、
「
家
族
」

を
政
治
的
シ
ン
ボ
ル
と
考
え
る
思
考
様
式
を
批
判
し
、
家
父
長
権
と
政
治
権
力
と
の
峻
別
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
他
方
で
は
ロ
ッ
ク
も
、
他
の
著
述
家
た
ち
と
同
様
に
、

「
家
族
」
が
社
会
的
秩
序
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
共
有
し
て
い
た
。
か
れ

が
描
い
て
い
る
親
子
関
係
や
夫
婦
関
係
に
は
、

「
平
等
主
義
的
」
な
い
し

「
反
権
威
主
義
的
」
な
面
が
―
―
当
時
と
し
て
は
多
分
に
１
１
含
ま

れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

（
五
二
―
六
六
、
八
二
、
八
三
節
を
参
照
）
。
だ
が
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
も
、

「
家
族
」
は
依
然
と
し
て
生
産
と

経
済
活
動
の
基
本
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
、
教
育
と
社
会
化

（拌
雨
ェ
ヾ
緯
い８
）
の
場
で
あ
っ
鰈
喀

し
た
が
つ
て
か
れ
も
ま
た
、

「
家
族
」
が

こ
れ
ら
の
機
能
を
十
全
に
果
す
の
に
必
要
な
程
度
の

「
家
父
長
主
義
的
」
な
い
し

「
温
情
主
義
的
」
諸
関
係
の
存
在
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
認

め
て
い
た
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

「家
父
長
的
家
族
」
の
う
ち
に
そ
の

一
員
と
し
て
包
摂
さ
れ
、

「
家
父
長
的
」
な
保
護
と
支
配
を
受
け

る
者
が
、
十
七
世
紀
の
用
語
法
に
お
け
る
通
常
の
意
味
で
の
使
用
人
で
あ
っ
た
。
雇
主
の
世
帯
に
属
さ
な
い
労
働
者
も
使
用
人
と
呼
ば
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
住
込
み
の
使
用
人
も
賃
金
を
支
払
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
賃
労
働
が
使
用
人
た
る
こ
と
の
唯

一
の
規
準
で
は
な
か
っ



輪
弓

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の

一
点
の
み
で
の
同

一
性
を
も
っ
て
住
込
み
の
使
用
人
と
日
雇
労
働
者
や
通
い
の
使
用
人
と
の
差
異
を
否
定
し
よ
う
と
す

る
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
主
張
は
、
当
時
の
現
実
と
社
会
通
念
か
ら
非
常
に
か
け
離
れ
た
空
論
に
す
ぎ
な
い
。

最
後
に
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
か
ら
の
引
証
に
よ
っ
て
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
テ
ー
ゼ

（
「
使
用
人
」
と
い
う
語
は
十
七
世
紀
に
は
賃
金
を
得

て
雇
主
の
た
め
に
働
く
す
べ
て
の
者
を
意
味
し
た
）
が
い
か
に
時
代
錯
誤
で
あ
る
か
を
示
し
、
も
っ
て
本
稿
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

『
国

富
論
』
第

一
編
第
八
章
の
賃
金
論
に
お
い
て
ス
ミ
ス
は
、

「
賃
金
に
よ
っ
て
生
活
す
る
人
々
」
Ｌ
し
て

「
労
働
者
、
職
人
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

使
用
人
」
を
挙
げ
て
い
る

（最
後
の

「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
使
用
人
」
の
う
ち
に
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て

「
不
生
産
的
労
働
者
」
の
代
表
例
と
さヽ

れ
た

「
召
使
」

（日
８
Ｆ
【
ｏｑ
く
目
↓

が
含
ま
れ
る
）。
ま
た
賃
金
を
め
ぐ
る
利
害
対
立
を
問
題
に
し
た
有
名
な
箇
所
で
も
、

「
雇
主
」
の
団
結

に
対
抗
し
て

「
使
用
人
、
労
働
者
お
よ
び
職
人
」
が
団
結
す
め
ｔ

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
表
現
の
仕
方
か
ら
判
る
よ
う

に
、
か
れ
の
時
代
に
お
い
て
さ
え
、
賃
金
生
活
者
全
体
を
意
味
す
る
単
語
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
マ
ク
フ

ア
ー
ソ
ン
の
よ
う
に
、
そ
れ
よ
り
も
ほ
ぼ

一
世
紀
近
く
も
前
の
ロ
ッ
ク
の
時
代
に
そ
の
よ
う
な
用
語
が

一
般
化
し
て
い
た
と
想
定

す

る

こ
と

は
、
ど
う
考
え
て
も
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
、
賃
金
生
活
者
全
体
を

一
語
で
も
っ
て
表
わ
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
な
ど
、　
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
ま
ず
最
初
に
こ
う
問
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

「
雇
主
」

（≧
「げ
鮎
僣
卜
ｑ
）
に
対
す
る

「
雇
用
労
働
者
」
（＞
凄
ｏ諄
お
ぎ
３
じ

を
意
味
す
る
最
も

一
般
的
な
語
を
―
―

『
国
富
論
』
の
中

か
ら
―
―
あ
え
て

一
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
竹
れ
は
お
竹
ら
く

「
ワ
ー
外
マ
ン
」

（ｌ
Ｒ
Ｆ
日
３

で
ぁ
ろ
う
。
例
え
ば
、
次
の
用
例
を
参
照
。

「
す
べ
て
の
工
芸
お
よ
び
製
造
業
で
は
、
ワ
ー
ク
マ
ン
の
大
部
分
は
、
そ
の
仕
事
の
原
料
と
そ
れ
が
完
成
さ
れ
る
ま
で
の
賃
金
と
生
活
維
持
費

を
前
払
い
し
て
く
れ
る
雇
主
を
必
要
と
す
稀
。）」
「
ワ
‐
ク
マ
ン
た
ち
は
で
き
る
だ
け
多
く

〔の
賃
金
〕
を
得
よ
う
と
欲
し
、
雇
主
た
ち
は
で
き

る
だ
け
少
な
く
与
え
よ
う
と
す
稀
ど

「
雇
主
た
ち
は
、
そ
の
数
が
少
な
い
か
ら
ず

っ
と
容
易
に
団
結
で
き
る
し
、
そ
れ
に
法
律
は
そ
の
団
結
を

二
七
七

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
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公
認
す
る
か
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
少
な
く
と
も
禁
止
は
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ワ
ー
ク
マ
ン
の
団
結
の
ほ
う
は
禁
止
し
て
い
る
の
で

あ
稀
。）」
し
か
し
他
方
で
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
も
見
ら
れ
る
。
「
織
工
や
靴
屋
の
よ
う
な
独
立
の
ワ
ー
ク
マ
ン
が
、自
分
自
身
の
仕
事
の
原
料
を

購
入
し
、
そ
の
仕
事
を
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
自
分
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
足
る
以
上
の
資
財
を
獲
得
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
仕

事
で
利
潤
を
あ
げ
る
た
め
に
、
か
れ
は
当
然
に
も
こ
の
剰
余
で

一
人
ま
た
は
数
人
の
職
人
を
雇
用
す
る
。
そ
し
て
こ
の
剰
余
が
増
加
す
れ
ば
、

当
然
か
れ
は
自
分
の
職
人
の
数
を
ふ
や
す
で
あ
る
鳩
ど

「
食
料
品
が
高
価
な
年
に
も
、
貧
し
い
独
立
の
ワ
ー
ク
マ
ン
た
ち
は
、
僅
か
な
資
財
で

自
分
た
ち
の
仕
事
の
原
料
を
自
給
す
る
の
を
常
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
僅
か
な
資
財
を
し
ば
し
ば
消
費
し
つ
く
し
、
生
存
し
て
い
く
た
め
に
は

（”
）

や
む
を
え
ず
職
人
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。」
以
上
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
多
数
の
ワ
ー
ク
マ
ン
は
雇
用
労
働
者
で
あ
る
が
、

な
か
に
は
逆
に
職
人
を
雇
用
す
る
独
立
の
ワ
ー
ク
マ
ン
も
い
“
咆

し
か
も
両
者
は
決
し
て
相
互
に
隔
絶
さ
れ
た
集
団
で
は
な
く
、
情
況
に
よ
っ

て
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の
、
ま
た
そ
の
逆
の
転
化
が
起
こ
り
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ワ
ー
ク
マ
ン
と
い
う
語
も
、

「賃
金
に
よ
っ
て

生
活
す
る
人
々
」
の
総
称
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ス
ミ
ス
の
云
う

「
雇
主
」

（日
二
資
）
と
い
う
用
語
も
ま
た
注
意
を
要
す
る
。
ま
ず
賃
金
論
に
出
て
く
る
雇
主
階
級
を
拾
い
出
せ
ば
、

「
地

主
、
農
業
者
、
製
造
業
主
、　
商
鳩
甲

「地
主
、
年
金
受
領
者
、
金
持

（員
ド
げ
鮎
目
Ｌ
範

と
い
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ

が
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ス
ミ
ス
が

「地
主
と
罵
拠
が
」
を

「最
大
の
雇
主
階
級
の
二
つ
」
と
呼
（的
）

賃
金
の
支
払
い
に
予
定
さ

れ
た
フ
ア
ン
ド
と
し
て
、

「
生
活
維
持
に
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
超
え
る
収
入
」
と

「
か
れ
ら

〔＝
賃
金
に
よ
っ
て
生
活
す
る
人
々
〕
の
雇

主
の
仕
事
に
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
超
え
る
資
財
」
の
二
種
類
を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
紳
け

つ
ま
り
ヽ
ス
ミ
ス
の
観
察
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

資
本
主
義
社
会
の
主
要
な
産
業
部
門
で
あ
る
商
工
業
は
当
時
ま
だ
雇
用
の
面
で
は
マ
イ
ナ
ー
な
役
割
し
か
演
じ
て
お
ら
ず
、
雇
用
の
大
半
は
依

然
と
し
て
農
業
部
門
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
農
村
社
会
に
は
、
主
に
地
主
た
ち
の

「
生
活
維
持
に
必
要
な
と
こ
ろ
を

超
え
る
収
入
」
に
よ
っ
て
雇
わ
れ
た
大
勢
の
召
使
が
居
り
、
か
れ
ら
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
家
長
の
支
配
と
保
護
の
と
に
置
か
れ
、
か
れ
の
権



威
に
服
従
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
他
の
農
業
使
用
人
の
場
合
も
、
当
時
の
農
村
社
会
の
あ
り
方
か
ら
し
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ

家
父
長
的
性
格
を
帯
び
た
雇
用
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
諸
点
を
勘
案
し
て
十
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
眺
め
た
場
合
、　
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
解
釈
は

「
資
本
主
義
的
、
余
り
に
も
資
本
主

義
麟
］
で
あ
る
と
言
わ
き
る
を
え
な
い
。

「
十
七
世
紀
は
い
か
に
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
社
会
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
通
用
し
て
い
た
言
語

は
、
以
前
の
も
っ
と
安
定
し
た
社
会
か
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
言
葉
の
合
意
は
社
会
の
諸
変
化
に
遅
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に

先
行
す
る
こ
と
な
ど
到
底
あ
り
え
な
嘔
ど

そ
れ
ゆ
え
、　
当
時
の
人
が
言
お
う
と
し
た
こ
と
の
本
意
を
付
度
す
る
に
さ
い
し
て
、

「
わ
れ
わ
れ

は
、
出
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
社
会
よ
り
も
、
む
し
ろ
過
ぎ
去

っ
て
ゆ
く
社
会
の
用
語
法
に
目
を
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」

注（１
）

りＦ
８

，
１
８
Ｐ

ｏ
・
Ｆ

Ｈ
ざ

知
りヽ
ヽ
ミ
ヽ
∃
ｓＳ
礎

ヽ

コ
参
ａヽ
ミ
ζ
ミ
ミ
ミヽ
鮮
ミ
含
０一じ
＝
藤
野
渉
・
将
積
茂
・
瀬
沼
長
一
郎
訳

『所
有
的
個

人
主
義
の
政
治
理
論
』
合
同
出
版
、　
一
九
八
〇
年
。
以
下
、
本
書
の
参
照
箇
所
は
、
邦
訳
書
の
頁
教
だ
け
を
漢
数
字
で
示
す
。
但
し
、
訳
文
は
必
ず
し

も
同
じ
で
は
な
い
。

（
２
）

主
要

な
文
献

は
、
　

ソ
ロ
【Ｑ
・
ｕ
〓

↓
Ｆ
ｏ
〓
屋
■
８
８
●

く
８
ｏ
８̈

・
知
）ミ
諄
ミ

∽
ヽヾ
ミ
鍮
・
∞
只

８
露
ｙ

馬
？
出

ヽ
の
注

に
挙

げ

ら
れ

て

い
る
。

（
３
）

り浄

魯
詳
・
目
こ

』ξ

ご
蕊
磯
ご
ｓ
ヽ

ヾ
ｓ
ヽ

≧
ざ
ざ
磁
晏

Ｓ

Ｓ
さ

や

ヽ
い
ミ
磁
ヽ
ミ

き
ヽ
ｓ

ｏ
，
ヽ
「お
ヽ
ミ
ヾ
含
０
『
じ

，
ｐ

ｏ
Ｐ

田
中

正
司

『
ジ

ョ
ン

・
ロ

ッ
ク
研

究
』

（増
補
版
）
未
来
社
、　
一
九
七
五
年
、
三
六
三
―
六
四
頁
、
ま
た
最
近
の
ロ
ッ
ク
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
友
岡
敏
明
氏
の
研
究
展
望

「
ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
研
究
―
―

一
九
七
〇
年
以
降
の
政
治
論
を
中
心
に
―
―
」、

『社
会
思
想
史
研
究
』
六
号

（
一
九
八
二
年
）、　
三
全
一―
八
三
頁
を
参
照
。

（４
）

ロ
ス
ｏ
プ
ー
ル
は
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
主
要
テ
ー
ゼ

（
ロ
ッ
ク
は
、
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
に
適
合
的
な
政
治
理
論
を

用
意
し
た
）
を
承
認
す
る
一
方
で
、
し
か
し
な
が
ら
ロ
ッ
ク
が
意
識
的
・
無
意
識
的
に
前
提
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
社
会
的
諸
仮
定
へ
の
論
及
に
よ
っ

て
こ
の
テ
ー
ゼ
を
支
持
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
の
蛇
足
で
あ
る
と
明
言
し
て
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
方
法
論
を
斥
け
て
い
る

つ
８
【ｐ

”
〓

ｒ
ｏ，
ｏ

８
●
諄
Φ
”
８
↓”
８
″
絆
”一ｐ

』ざ
『ミ
鼠
ヽ
黎
ミ

窮ヽ
・
器

（お
∞ｅ
・
Ｐ

Ｎ
Ｍ
）。
私
は
、
そ
う
し
た
暗
黙
の
社
会
的
諸
仮
定
も
ま
た
理
論
や
思
想
の
重

要
な
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
プ
ー
ル
の
よ
う
な
立
場
に
は
与
し
え
な
い
。

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一七
九



法
経
研
究
三
二
巻
三
号

（
一
九
八
一３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
〇

（５
）

所
有
権
に
た
い
す
る
第

一
の

「
腐
敗
制
限
」
と
第
二
の
「
十
分
制
限
」
、
お
よ
び
貨
幣
の
導
入
に
よ
る
そ
れ
ら
の
制
限
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
二
二

八
―
四
二
頁
を
見
よ
。

（
６

）
　

ｒ
”
Ｌ
Ｏ
一
Ｆ
　
”
こ
　
マ
Ｆ
『
ド
ｏ
一
Ｏ
ｏ
Ｌ
ｏ
一
Ч

“５
●

”
ｏ
】
】↑
ざ
”
中
↓
ｒ
ｏ
ｏ
『
Ч
・　
』
ぎ
∽̈
ヽ
０
ミ
Ｒ
ミ

ヽ
Ｏ
Ｓ
Ｒ
ヽ
お
　

ヾ
（
い
０
９
じ
”
日
興
Ｙ
ｌ
帆
卜
・
ｏ
ｏ
Ｏ
・　
●
・
【
ｕ
Ｎ
・

（
７

）
　

ソ
●
ｏ
Ｏ
ド
ｏ
「
り
ｏ
Ｆ
　
Ｏ

。

い
こ
　
∽
ｏ
【
燎
日
一
り

出
ユ

ｒ
，

げ
ｏ
●
↓
０
【
Ｏ
Ｆ

∽
ｏ
く
ｏ
●
一
〇
０
●
一
甲
ハ
ざ
●
一
“
『
Ч
∪
口
Ｌ
営
ユ
・
も
ヽ
ミ
Ｒ
習
゛
識
６

哺
ぎ
ヽ
Ｏ
Ｃ

¨
”
∽
∽
゛
ゝ
∽

き

ヽ
ミ
ミ
鑽
ミ
ヽ

（８
田
ｙ
き
下
占
∞
（
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
／
田
口
富
久
治
監
修
、
西
尾
敬
義

・
藤
本
博
訳

『民
主
主
義
理
論
』
青
木
書
店
、　
一
九
七
八
年
は
本
書
の
邦
訳

で
あ
る
が
、
二
〇
世
紀
自
由
民
主
主
義
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
根
源
が
十
七
世
紀
に
あ
る
こ
と
を
問
題
に
し
た
三
本
の
論
文
―
―

「
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
」
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
―
―
か
ら
成
る
第
三
部
の
翻
訳
は
、
割
愛
さ
れ
て
い
る
）
。
以
下
、
本
論
文
の
参
照
箇
所
は
、
原
書

の
頁
数
だ
け
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。

（
８

）
　

『
統

治

論

』

の

底

本

と

し

て

は

ラ

ズ

レ

ッ
ト

版

（
日
ｓ
ｓ

『

べヽ
ヽ
ヽ
ン
ふ

Ｑ
Ｓ

ヽ
ミ

ミ
ミ

ヽ
ヽ

日

〓

８

【
ｏ
ヽ
〓

ｏ
●

■

書̈

ヽ
●

Ｆ
一
嗜
ｏ
魚
８

澤

百

，
己

”
電

ミ

Ｔ

一Ｂ

Ｒ
〓
８
ｏ
げ
Ч
Ｐ

ｒ
３
】ｏ
Ｆ

【鴫
３

を
用
い
、
第
二
篇
の
参
照
箇
所
は
節
の
番
号
だ
け
を
記
す
。

（９
）

オ
ッ
ト
ー
・
ブ
ル
ナ
１
／
石
井
紫
郎
ほ
か
訳

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
ー
そ
の
歴
史
と
精
神
』
岩
波
書
店
、　
一
九
七
四
年
、
第
Ⅳ
論
文

「
『全
き
家
』
と
旧

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

『家
政
学
』
」
を
参
照
。

（
ｍｗ）

（
”鳳）

（
”“）

の
一ｏ
口
ｏ
」
ｒ
〓
　
哺
ぎ
ヽ
ヽ
ミ
ｓ
さヽ
・　
∽
毯
ｒ
ｓ
改

壽
Ｆ
ミ
ミ
腰
ヽ

ヽヽ

詢
ぶ
”
『ヽ
ヽ
ヽ

いヽ
も

，
―

∞ヽ
も
も

（
賦
ヽ
じ

・
●
・Ｎ
ヽ
・

ｒ
”
の
中ｏ
一Ｆ
　
『
‥
　
↓
滲
ヽ
　
一ミ
げ
ミ
ヽ

Ｓ
ヽ
い
ｓ
ｅ
ヽ

０ヽ
∽
ヽ
（
Ｎ
ヨユ

ｏ
ヽ
〓
　
い
０
「
い
）

，
●
・Ｎ
Ｏ
Ｏ
・

（
”Ｄ
）

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

（
二
三
一
頁
）
、
自
然
状
態
の
前
段
と
後
段
の
分
水
嶺
と
な
る
貨
幣
の
導
入
が
初
め
て
語
ら
れ
る
の

は
、
三
六
節
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
の
諸
節
で
、
つ
ま
り
貨
幣
が
存
在
し
な
い

（と
思
わ
れ
る
）
段
階
で
、

ロ
ツ
ク
は
使
用
人
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
か
れ
が
使
用
人
と
そ
の
主
人
の
関
係
を

「賃
金
関
係
」
と
み
な
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
両
者
の
関
係
の
本
質
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
十
七

世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
通
念
は
、
Λ
口
ｏ誂
オ
ｑ
凛
【け口
″
Ｖ

を
単
な
る

「賃
金
関
係
」
と
み
る
見
方
を
ど
の
程
度
ま
で
許
容
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

∪
喘
営
〓
一計
　
卿

こ
　
的

”ヽ
ヽ
ミ
゛ヽ
ヽ
あ
ヽ
Ｓ
ヽ
ｏ
ミ
ｓ
Ｓ

ｅ
Ｏ
Ｓ

Ｏ
ミ
）ヽ
ヽヾ

一

ｓ
ン

決
ざ
Ｓ
ヽ

（
い
ｏ
Ｎ
卜
）

・
∽

・
∞
膵
ｌ
ф
颯
・

（
・４

）

口
こ

こ

の
・

∞
Ｐ

（・５
）

し
た
が
つ
て
、
ロ
ッ
ク
の
労
働
論
を
―
―
労
働
価
値
論
で
は
な
く
―
―
労
働
所
有
論
で
あ
る
と
規
定
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
労
働
は
決
し
て
家
長
自

ざミ



身
の
労
働
だ
け
で
な
く
、

「家
構
成
員
」
の
労
働
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、
所
有

権
を
基
礎
づ
け
る
労
働
は
、

「
ま
だ
純
粋
な
個
人
の
労
働
で
は
な
い
」
の
で
あ
る

（村
上
淳

一
『近
代
法
の
形
成
』
岩
波
全
書
、　
一
九
七
九
年
、
八
三

頁
）
。

（
・６
）

こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
二
九
七
頁
以
下
、
お
よ
び
前
掲

『民
主
主
義
理
論
』
、
三
二
八
頁
以
下
を
参
照
。

（・７
）

「
力
の
移
転
」
論
に
つ
い
て
は
、

『民
主
主
義
理
論
』
、
十
五
頁
以
下
と
一
〇
八
頁
以
下
、
Ｃ
ｏ
Ｂ
ｏ
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
／
粟
田
賢
三
訳

『現
代
世

界
の
民
主
主
義
』
岩
波
新
書
、　
一
九
六
七
年
、
九
六
頁
以
下
を
も
参
照
。
ま
た

「
力
の
移
転
」
論
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
ヤ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
自
身
の
所

有
権
論
に
関
し
て
は
、
私
の
紹
介

「
Ｃ
・
Ｂ
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
所
有
権
論
―
―

『
所
有
権
論
集
』
の
紹
介
を
中
心
に
―
―
」
、

『法
経
研
究
』

（静

岡
大
学
）
三
二
巻

一
号

（
一
九
八
三
年
八
月
）
、　
三
ハ
一一一―
二
〇
〇
頁
が
あ
る
。

（
・８
）

前
注
（
７
）
を
見
よ
。

（
・９
）

で
ヽ
ミ
ミ
§ヽ
ゃ
ｏ
ヽ
ご
ミ

ｂ
Ｓ
ｓＯミ
さ
０
もξ
ミ
ミ
す

ｏ
，

げ
ヽ
｝

↓
目
」絆

留
ヽ
｝

『
・
ｏ
ｏ８
キ
・
８
Ｎ
も
・樹
Ｐ

但
し
、
∧
表
Ｖ
の
番
号
ま
た

は
呼
び
方
は
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
そ
れ
ら
を
踏
襲
す
る
。

（
”
）

や
ミ
ー

リ
ヽ
お

，

（
２．
）

導
ヽヽ
〓

零
熱
帯
ｔ
ｒ

（
２２
）

も
Ｒ
ミ
ヽ
いｏ
ｓ
お

、ヽ

間
ぶ
”
ヽヽ
∽
゛

”
８
゛
ｏ
ミ

お

』
ヽ
∽
ざ
ミ

じ

ヽ
ヽ
Ｌ

Ｏ
ｓ
ヽ

ゝ
Ｓ
Ｓ

ヽ
ｓ
ｓ
一

ざ

ヽ
ヽ
６

，

ｏ
，

ず
ヽ

口

ｏ

∪
・

●
・

『

り̈
，

ｏ
【

Ｒ
ユ

＞

・

”
・
｝

』ぽ
喘
８̈

，

日
Ｑ
『
が
「
●
■
９
Ｎ
Ｗ
ｌ
■
Ｎ
ｕ
ｏ

（
２３

）

『
ミ
ヽ
ミ

詢
８
ヽ
ｏ
ミ
お

り
ｏ
ま

ミ

Ｓ

す

ｏ
，

げ
ヽ

”
。

国

。

↓
”
■

，
ｏ
ヽ

営

０

同
ｏ

”
０
１
８

゛

く
ｏ
Ｆ

Ｆ

い
Ｏ
Ｎ

・
８

』

軍

１

∞
”

（
２４

）

パ
ｏ
】り
出

・

”
・

パ

〓

妻

品

ｏ

”
ゆ
磐

Ｆ

一
ｏ̈
日

●

目

風
Ｒ

事

ｏ

∽
Ｓ
言

お

ｏ
』
＞
【
一
日
げ
Ｑ

●

含

８

０

８

，

＞
　

ｏ
ｏ
●
言

『
Ч

Ｒ

ｄ
ξ

¨
ｏ

＞
紹

ｏ
脇

Ｂ
ｏ
ユ

ゴ

層
ｏ
■
ｏ
♂

い
０

，
デ
一●
０

８

８
丁

うい
濾
滲
含

０
卜
じ

ｏ

す

】ミ

曜

ヽ

「
ミ

ヾ
ざ
ミ

ヽ

き

ヽ
ミ
ユ
ョ
ヽ
ヽ

ヽ
ミ
ミ

ヽ
ぶ
Ｌ

ヽ
ｓ
Ｓ

ｏ
，

　

げ
Ч
　

．■

ｏ

国
・

〓

ゴ

〓

げ
ざ

Ｆ

い
■
ゞ

り
「
・μＯ
Ｏ
ｌ
１
０
い
”Ｎ
Ｏ
”―ＩＮ
Ｏ
卜
・

（
２５
）

前
注
（
２．
）
を
見
よ
。

（２６
）

ロ
ツ
ク
／
田
申
正
司

・
竹
本
洋
訳

『利
子

・
貨
幣
論
』

（初
期
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
古
典
選
集
４
）
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
七
八
年
、
三
四
頁
。

（２７
）

同
前
、
八
八
頁
。

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
一



法
経
研
究
三
二
巻
三
号

（
一
九
八
一３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
二

（
２８
）

同
前
、

一
一
〇
―

一
一
頁
。

（”
）

同
前
、
四
三
頁
。

（∞
）

同
前
、
四
一一一―
四
四
頁
。

（
３．
）

森
氏
に
よ
れ
ば
、　
一
八
三
四
年
の
救
貧
法
改
正
に
お
け
る
努
力
は
、
「被
救
血
民
と

のＲ
く
営
一
の
間
に
厳
密
な
一
線
を
引
く
こ
と
に
注
が
れ
、
…
…

…
そ
こ
で
採
用
さ
れ
た
の
が
、
公
的
救
済
か
ら
独
立
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
独
立
の
基
準
で
あ
っ
た
。」
（森
建
資

「
産
業
革
命
期
に
お
け
る
国
家

・

階
層
・
家
族
」
、
岡
田
与
好
編

『
現
代
国
家
の
歴
史
的
源
流
』
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
三
年
、
三
八
頁
）
。
こ
こ
で
は
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
問
題

に
し
て
い
る

「
労
働
者
」
は
、
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
の
一
部

（で
あ
る
べ
き
者
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
七
世
紀
に
お
け
る

「
労

働
者
」
の
実
態
は
む
し
ろ
被
救
済
民
の
ほ
う
に
近
く
、
社
会
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（諺
）

救
貧
法
の
本
質
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず

「社
会
秩
序
の
維
持
」
、
い
わ
ゆ
る
Λ
「
０】【ド
中＝
”
２
一８
Ｖ
に
あ
る
。

「救
貧
政
策
は
ま
ず
も
っ
て
∧
警
察

＝
福
祉
∨
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
概
念
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」
（中
西
洋

「
日
本
に
お
け
る

『社
会
政
策
』
＝

『労
働
問
題
』
研
究
の
現
地

点
―
―
方
法
史
的
検
討
―
―

（５
）
」
、

『経
済
学
論
集
』

（東
京
大
学
）
四
三
巻
三
号

（
一
九
七
七
年
十
月
）
、
四
〇
卜
四
一
頁
）
。

（
３３
）

『
・
日
【８
・
ｕ
・
ｐ

・　
ｎ
ｓ
ｓ
ｂ
Ｏ変
ミ
ｓ
ｓ

ヽ

いヽ
ヽ
い
ヽ
ｓ
ミ
ヽ
き

ヽ

なぜ
∽
ざ
ミ

ヽ

≧
ざ
臨
Ｒ
ミ
汗
ミ
”卜

∽
ミヽ
せ

き

ヾ
ヽ

い
ヽ
い
や
　
Ｄ
ざ
ｏ
ミ

，

ヽ

隷
ヽ

き

き
ヽ
』
ぶ
崎
ヽ
∽
ｓ

ｂ
Ｏ
ミ
§
゛
識
ヽ
峰
∽
台
『
”̈
げ
Ｌ

ｏ
ヽ
〓
　
Ｈ
９
さ
一Ｈ
Ｏ
い
０

，
ｏ
Ｆ
・
目
・　
ｏ
り
ｕ
・●
・ω
・

（
３４
）

〓
●̈
こ
Ｐ
調
に
引
用
さ
れ
た
り
ｏ
一８

０
ぎ
目
げ
Ｒ
【ｏＦ

』ざ
ミ

ミ
Ｎ
．∽
卜
さ
ｏＳ
や
（８
お
）
の
一
節
を
見
よ
、
ジ
ョ
ン
・
ケ
ア
リ
も

（
三
ハ
九
六
年
）、

「国
民
は
国
家
の
富

〔で
あ
る
が
〕
、
国
民
の
た
め
に
雇
用
が
あ
る
場
合
に
の
み
そ
う
で
あ
っ
て
、
国
民
の
た
め
に
雇
用
が
な
い
場
合
に
は
国
家
の
重

荷
と
な
る
…
…
」
と
述
べ
て
い
る

（Ｍ
・Ｔ
・
ワ
ー
メ
ル
／
米
国
清
貴
・小
林
昇
訳

『古
典
派
賃
金
理
論
の
発
展
』
未
来
社
、　
一
九
五
八
年
、
二
六
頁
）。

（
３５
）

］Ｆ
目
ぉ
Ｐ
Ｓ
・
ミ
〓
算
Ｆ

費

曽
己

く
”
ぢ
Ｆ
８
●
．
コ

＞
・
Ｆ
・
Ｄ
ξ
ヽ
ｓｓ”∽∽οあ

ヽ

ヽ
き
ミ

∽
ミ
一濠

♂
“
惑
■
ｏ

，
・
８
鶴
”８
８
ｙ

鮮
。
ｘ
費
・

例
え
ば
、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
チ
ャ
イ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
貧
窮
者
に
た
い
す
る
慈
善
事
業
は
善
行
で
あ
る
が
、
貧
民
を
就
労
さ
せ
て
か
れ
ら
を
王
国
に
と
っ

て
有
用
た
ら
し
め
る
こ
と
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
の
善
行
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
路
上
や
戸
口
で
乞
食
に
物
を
施
す
こ
と
は
、
あ
の
怠
惰
で
不
利
益
な
種

類
の
生
活
を
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
害
を
な
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る

（
チ
ャ
イ
ル
ド
／
杉
山
忠
平
訳

『新
交
易
論
』

（初
期

イ
ギ
リ
ス
経
済
学
古
典
選
集
３
）
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
六
七
年
、　
ゴ

〓
ハ
ー
二
七
頁
）
。

（
“
）

杉
山
忠
平

「
イ
ギ
リ
ス
重
商
義
」
、
小
林
昇
編

『
講
座
経
済
学
史
』
Ｉ
、
同
文
舘
、　
一
九
七
七
年
、　
〓

一七
頁
．



（
”
）

り
≒
Ｌ
ｏ
Ｐ
Ｓ

・
ｓ
いこ

旨^
・≦

”「
２
５
８
Ｐ
　
Ｓ

・
ミ
■
・
コ
ア
　
Ｎ
∞
早
上
出
一　
ｏ
２
ｏ
日
費
ｒ

∪
・
０
〓

］Ｆ
汀
こ
【
ｒ

一け
ｏ
ロ
ロ
Ｌ
一魯

口
８
只
）日
Ч

Ｏ
』
一Ｆ
０

∽
ｏく
ｏユ
８
●

，

ｏ
ｏ降
●
『Ｆ

嘲
８
墨
ヽ
お
員
ミ
ＯＳ

ヽ
３
さ
ゞ

∞
（８
いｅ
・
３
・
８
？
お
Ｆ
　
一
例
―
―

「
か
り
に
諸
君
が
二
倍

〔
の
賃
銀
〕
を
認
め
る

と
し
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
労
働
者
が
実
際
に
す
る
仕
事
は
、
か
れ
が
働
こ
う
と
思
え
ば
働
け
も
し
た
し
、
条
件
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
働
こ
う
と
さ
え

思
っ
て
い
た
は
ず
の
半
分
に
し
か
な
ら
な
い
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
社
会
に
と
っ
て
そ
れ
だ
け
労
働
の
果
実
を
失
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
」

（ペ
テ
ィ
／

大
内
兵
衛
ｏ
松
川
七
郎
訳

『租
税
貢
納
論
』
岩
波
文
庫
、　
一
五
〇
―
五
一
頁
）
。

（
器
）

↓
ｒ
冨
も
ｏｏ
Ｆ

Ｕ
。
Ｐ
・　
出コ
日
Ｐ

週
「ｏ
諄
■
∪
”髯
中■
Ｆ
ｐ

“日
鮎
Ｈ口
魚
♯
諄
Ｌ
性

０
晨
二
一』
お
日

（い０
０
Ｎ
ｙ

【り
』
協
毯
お

ｓヽ
∽
Ｒ
ｓヽ
ヽ
通
げ
ざ
燿
・　
ｏ

，

げ
Ч

〓
。
長
・

”
Ｆ
５
日
聾
哺
・
ｐ

∽
日
ｏ
Ｌ
。
８
Ｎ
・
唱
ヽ
Ｙ
よ
”

真
木
悠
介

『
時
間
の
比
較
社
会
学
』
岩
波
書
店
、　
一
九
八

一
年
、
二
六
七
頁
以
下
、

お
よ
び
同

『現
代
社
会
の
存
立
構
造
』
筑
摩
書
房
、　
一
九
七
七
年
、　
一
五
五
頁
以
下
を
も
参
照
。

（３９
）

力
‐
ル
・
マ
ル
ク
ス

『資
本
論
』
＝

『
マ
ル
ク
ス
／
エ
ン
グ
ル
ス
全
集
』
大
月
書
店
、
一〓
一ｂ
、
九
六
三
頁
、

（“
）

前
注
（６
）
を
見
よ
。

（４．
）

金
屋
平
三

「
口
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ル
マ
ー
と
十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
家
族
」
、

『徳
島
大
学
教
養
部
紀
要
』

（人
文

ｏ
社
会
科
学
）
十
三
巻

（
一
九
七

八
年
）
、　
一
七
九
頁
以
下
参
照
。

（４２
）

同
前
、　
一
八
一
頁
以
下
参
照
．

（“
）

同
前
、　
一
八
四
頁
以
下
参
照
。
ｒ
ｇ
ｏＦ
ｏＦ

の
。
卜
・
卸
゛ヽ
ミ
ミ
Ｓ
ｓ
諄
ミ

ミ

』ざ
ミ
ミ
Ｒ
ヽ
哺
ざ
ヾ
”
ミ
含
鴫
３
・
多
。「
・
ｏ
３
・
８
ｏ
ｏゃ
占
Ｐ

（４
）

政
治
権
力
と
家
父
長
権
の
異
質
性
の
主
張
が
ロ
ッ
ク
政
治
哲
学
に
お
け
る
核
心
的
論
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
金
屋
平
三

「
ジ
ョ
ン

・
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
個
人
・
家
族

・
市
民
社
会
」
、

『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
六
七
号
＝
二
一
巻
二
号

（
一
九
七
六
年
六
月
）
、　
一
―
二
〇
頁
を
参
照
。

（４５
）
　
「家
族
は
、
十
九
世
紀
に
な
っ
て
も
し
ば
ら
く
、
経
済
の
主
要
な
分
野
で
は
生
産
単
位
と
し
て
活
動
し
続
け
た
。」
つ
一ｏ，
Ｐ

Ｓ
・
ミ
こ

り
ｂ
ＯＮ
し

「
個
人
が
基
本
的
な
紀
律
と
教
育
を
身
に
付
け
、
職
業
を
学
び
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
基
礎
的
な
教
練
を
受
け
た
の
は
、
ま
さ
に
家
族
に
お
い
て

で
あ
っ
た
。
」

（″
ぎ
ｏＦ
ｏ，

Ｓ
・
＆
こヽ
Ｐ
３
し

旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
家
族
の
生
産
機
能
と
社
会
化
機
能
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、

拙
稿

「経
済
概
念
の
意
味
変
化
と

『家
族
』
の
機
能
縮
小
」
、

『法
経
研
究
』

（静
岡
大
学
）
三
〇
巻
三
・
四
号

（
一
九
八
一
年
二
月
）
、
九

一
―

一

〇
八
頁
を
参
照
。

（
“
）

目
Ｅ

計

『
●

Ｆ

「
〓

蜜
耳

Ｆ

一
ｇ

ｏ
ｏ̈
■

営

一
〓
ｏ
日

Ｆ
〕
Ｆ

Ｆ
８
Ｆ

．
ｏ
Ｆ

中̈
一̈
ｏ
出

”
〓
ご
８
〓

Ｆ

む

ｓ
Ｓ
ミ

ヽ

き
ヽ
国

緻ヽ
ο
ヾ

ミ

」ξ
き

鷲
ヽ

ト

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
三



法
経
研
究
三
二
巻
三
号

（
一
九
八
三
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一八
四

讚

（８
ヽ
じ

・Ｐ
彙
・
↑
」
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
注
（
１２
）
を
も
参
照
。
）
こ
の
論
文
で
ハ
ン
ダ
ー
ト
は
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
分
析
に
大
き
な
共
感
を

寄
せ
な
が
ら
も
、
ロ
ッ
ク
の
思
考
と
十
九
世
紀
の
古
典
派
経
済
学
者
や
自
由
主
義
的
哲
学
者
の
そ
れ
と
を
一
つ
に
し
て
し
ま
う
か
れ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ

ム
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
修
正
さ
れ
る
べ
き
方
向
を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
本
稿
で
私
が
目
ざ
し
て
い
る
方
向
と
基
本
的
に
一
致
す
る
。

（″
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
／
大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳

『諸
国
民
の
富
』
岩
波
文
庫
、
日
、
三
二
九
頁
。
但
し
、
訳
文
に
は
か
な
り
手
を
加
え
て
あ
る
―
―

以
下
同
様
。

（磐
）

‐同
前
、
一一一一・五
―
二
六
頁
。

（“
）

同
前
、
二
三
二
頁
。
こ
の
訳
本
で
は
、

「
ワ
ー
ク
マ
ン
」
は

「職
人
」
、
そ
れ
に
対
応
し
て

「雇
主
」
は

「
親
方
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（５０
）

同
前
、
三
二
三
頁
。

（
５．
）

同
前
、
一
〓
二
頁
。

（
５２
）

同
前
、
二
五
八
頁
。

（
５３
）

ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
に
お
い
て
も
、
独
立
の
ワ
ー
ク
マ
ン
一
人
に
た
い
て
、
雇
主
の
も
と
で
働
く
ワ
ー
ク
マ
ン
二
〇
人
と
い

う
比
率
で
あ
る
。
」

（同
前
、
二
二
三
頁
）
。

（
５４
）
　
「
地
主
、
農
業
者
、
製
造
業
主
ま
た
は
商
人
は
、
た
と
え
ヮ
ー
ク
マ
ン
を
一
人
も
雇
用
し
な
く
と
も
、
す
で
に
獲
得
し
た
資
財
で
も
っ
て
、　
一
年
や

二
年
は
た
い
て
い
生
活
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
」

（同
前
、
二
二
四
頁
）
。

（
５５
）
　
「
地
主
、
年
金
受
領
者
ま
た
は
金
持
が
、
自
分
自
身
の
家
族
を
扶
養
す
る
に
足
る
と
判
断
す
る
よ
り
も
多
く
の
収
入
を
得
て
い
る
場
合
に
は
、
か
れ

は
そ
の
剰
余
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
を
、　
一
人
ま
た
は
数
人
の
召
使
を
維
持
す
る
に
用
い
る
。
」

（同
前
、
一
〓
一〇
頁
）
。

（
弱
）

同
前
、
二
五
九
頁
．

（５７
）

同
前
、
二
二
九
―
三
〇
頁
。

（５８
）

平
井
俊
彦
、
書
評

「
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン

『
所
有
的
個
人
主
義
の
政
治
論
―
―
ホ
ッ
プ
ス
か
ら
ロ
ッ
ク
ヘ
』
」
、

『
経
済
論
叢
』

（京
都
大
学
）
九
四

巻
三
号

（
一
九
六
四
年
九
月
）
、
七
四
頁
。
し
か
し
私
は
、
上
述
の
本
文
か
ら
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
が
、
平
井
氏
の
よ
う
に
、

「
ロ
ッ
ク
の
力
点
」
が

「分
裂
す
る
以
前
の
独
立
生
産
者
層
の
自
然
権
の
確
立
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
」

（同
前
、
七
五
頁
）
、
と
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
。

（
５９
）

ロ
ロ
尋
静
ｏ
ｌ
〓
８
Ｆ

Ｆ
Ｌ
Ｆ
ｏ
即
〕一〓
８
ぃ
ゴ
Ｆ
ｏ
【
Ч
Ｒ

諄
ｏ
い
ｏ
く
ｏ
口
Ｑ
９

「
ぼ
す
ｏ
メ

句
８
ｏ
■
一
Ч
自
己
『
８
お
参
８

〓
爵
■
■
８
Ｐ

知
ミ
詳
ミ

鱈
ミ
ざ
´



Ｎ
卜

含
壌
ｅ

・
り
〓
Ｑ

。
こ
の
論
文

に
た

い
す

る

マ
ク

フ

ァ
ー

ソ
ン
の
反
論

は
、

知
〕ミ
鋭
Ｓ
『
摯
ヾ
ミ
０
も
い

Ｏ
ｏ
『
０

・
瑠

∵
ｌ
ぶ

に
載

っ
て

い
る
。

十
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
使
用
人
と
労
働
者

二
八
五




