
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
、
・
こ
の
よ
う
な
段
階
に
達
し
た
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
農
法
が
、
非
褥
耕

的
風
土
で
あ
る
中
央
婆
1
惚
ツ
パ
諸
国
に
対
し
て
そ
の
「
原
型
」
と
も

な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
で
、
本
書
の
内
容
を
不
十
分
な
が
ら
紹
介
し
終
え
た
わ
け
で
あ

る
が
、
き
わ
め
て
粗
雑
で
、
著
者
の
意
図
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
た
か
ど
う
か
．
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
次
矛
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
筆
者
の
え
た
感
想
を
述
べ
て
筆
を
欄
く
ご
と
に
し
た
い
。

著
者
は
、
い
わ
ゆ
る
「
農
業
革
命
」
に
つ
い
て
、
農
業
技
術
的
見
地
か
、
ら
す

ぐ
れ
た
分
析
を
さ
れ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

一
体
、
「
農
業
革
命
」
は
農
法
技
術
の
軍
な
る
飛
躍
的
発
展
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
は
じ
め
で
「
歴
皮
的
な
環

境
の
違
い
は
、
比
較
的
無
視
さ
れ
る
こ
と
が
す
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、

自
然
的
環
境
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
著
者
は
、
「
農
業
革
命
」

研
究
の
盲
点
を
つ
い
て
お
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
本
書
の
取
り
扱
い
か

ら
は
、
蓮
に
あ
ま
り
農
業
の
「
技
術
的
」
方
面
に
の
み
ウ
エ
イ
ト
が
お

か
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
が
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
考
え
方
を
深
く
お
し
進
め
て
い
く
と
、
ひ
と
つ
の
自
然
環
境
決
定
論

に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
「
農
業
革
命
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
れ
を
「
農
業
」

革
命
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
農
業
「
革
命
」
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
・
か
。

　
し
か
し
、
こ
う
い
う
見
過
さ
れ
勝
ち
な
両
を
と
軽
あ
げ
、
発
表
さ
れ

た
、
著
者
の
研
究
成
果
は
ナ
分
に
撮
取
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
な
お
、
近
く
、
「
農
学
成
立
史
の
研
究
」
と
題
し
て
著
者
の
次
の
業

績
が
二
尊
ン
、
、
れ
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
創
元
麻
鵬
史
連
語
臼
　
一
六
〇
円
）
　
．

、
塩
沢
君
夫
　
川
浦
康
次

「
寄
生
塊
主
熱
論
」寺

　
門

根

本

守
　
　
男茂

　
最
近
あ
い
つ
い
で
地
主
制
に
関
す
る
研
究
を
発
表
し
て
来
ら
れ
た
著

者
が
こ
の
度
洲
寄
生
地
釜
制
論
」
を
公
に
さ
れ
た
。

　
著
者
に
つ
い
て
は
今
更
ふ
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
が
「
寄
生
地
回

制
」
論
争
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
派
の
先
頭
に
立
っ
て
、
実
証
的
研
究

を
続
け
て
来
あ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
本
書
の
公
刊
は

ま
た
論
争
に
一
時
期
を
画
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
今
、
本
書
を
と
り

あ
げ
る
に
際
し
、
簡
単
な
内
容
の
紹
介
と
二
、
三
の
感
想
を
の
べ
て
み

た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N

　
言
う
ま
で
も
な
く
著
者
等
の
見
解
は
寄
生
地
主
制
成
立
の
前
提
と
し
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て
、
一
定
の
ブ
ル
ジ
寳
ア
山
登
展
を
必
要
と
し
、
そ
こ
に
お
け
る
ブ
ル

ジ
寳
ア
的
分
解
の
進
行
に
対
す
る
阻
止
条
件
（
便
主
権
力
の
対
応
等
）
・

に
よ
っ
て
寄
生
地
主
的
分
化
へ
発
展
す
る
と
い
ヶ
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
ブ
ル
ジ
3
ア
的
発
展
と
は
封
建
的
共
同
体
的
自
給
経
営
を
旧
藩

す
る
る
の
と
し
て
現
わ
れ
る
農
民
的
商
晶
生
産
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
小

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
商
晶
生
産
で
あ
る
か
否
か
は
そ
の
商
贔
経
済
が
封
建
的

な
共
同
体
内
で
行
わ
れ
て
い
た
再
生
産
機
穂
を
破
属
す
る
も
の
と
し
て

現
わ
れ
る
か
否
か
に
か
玉
っ
て
お
り
象
八
頁
）
、
そ
れ
は
自
給
経
欝
を
補

う
意
味
で
存
在
し
た
愚
論
体
内
部
の
分
業
の
進
展
を
契
機
と
し
て
展
開

し
、
巽
同
体
焼
捌
の
わ
く
を
こ
え
る
も
の
と
し
て
発
展
す
る
。
よ
っ
て

吉
岡
・
山
田
氏
ら
の
特
産
物
の
生
産
・
販
売
の
牛
封
建
的
農
民
的
貨
幣

経
済
か
ら
、
絶
対
王
制
解
体
期
．
に
お
い
て
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
貨
幣
経
済
へ

の
虞
的
変
化
が
ふ
‘
o
り
、
寄
生
地
電
制
の
前
提
と
し
て
ブ
ル
ジ
孫
ア
的
発

展
を
認
め
な
い
見
解
を
否
定
し
、
「
共
同
体
内
部
で
行
わ
れ
る
封
建
的
再

生
産
機
構
を
破
壌
し
、
自
給
経
濟
を
崩
壌
さ
せ
る
よ
う
な
農
民
的
貨
幣

経
瀦
、
社
会
的
分
業
は
初
期
に
お
い
て
自
給
経
済
に
く
い
こ
む
部
分
が

い
か
に
少
く
と
も
本
質
的
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
も
の
で
あ
る
」
　
（
一

八
頁
）
と
す
る
。
か
く
し
て
封
建
的
海
膨
経
済
機
構
を
破
篭
す
る
も
の

と
し
て
の
農
民
的
商
品
経
済
を
あ
げ
、
局
地
的
市
場
腿
の
成
立
、
小
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
貨
幣
経
済
の
発
展
を
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
じ
て
そ
れ
に
挫

う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
分
解
は
広
範
な
綿
織
マ
幽
夏
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
を
展
開

さ
せ
る
が
、
一
定
眠
度
ま
で
出
展
し
た
小
ブ
ル
ジ
欝
ア
ジ
1
は
や
が
て
p

黙
認
的
生
産
機
構
の
強
固
な
残
存
に
よ
り
進
展
を
阻
ま
れ
．
そ
れ
以
上

の
経
営
の
拡
大
が
不
利
と
な
る
や
「
残
存
す
る
封
建
的
共
同
体
の
上
に

蓄
積
基
盤
を
求
め
，
土
地
を
集
中
し
て
も
伝
統
的
小
農
民
経
営
を
こ
わ

さ
ず
に
そ
の
上
に
の
る
寄
生
地
主
化
す
る
」
（
一
九
〇
頁
）
。
或
は
そ
の
共

同
体
の
残
存
を
南
提
と
す
る
遠
隔
地
商
業
に
蓄
積
基
盤
を
移
し
、
局
地

的
市
場
の
虚
血
さ
の
中
に
「
上
昇
転
化
の
必
然
性
」
を
求
め
て
い
る
。

本
来
な
ら
ば
絶
体
王
制
下
の
ブ
ル
ジ
馨
ア
的
発
展
に
よ
り
共
同
体
的
自

給
経
営
は
浸
蝕
藷
・
隔
れ
、
市
場
閥
が
拡
大
さ
れ
る
。
や
が
て
は
上
昇
転
化

の
傾
向
麺
寄
生
地
主
化
の
傾
向
献
克
服
ン
・
隔
れ
．
下
か
ら
の
産
業
資
本
と

し
て
成
長
す
る
筈
で
あ
る
。
痛
る
に
明
治
絶
対
政
府
に
よ
る
上
か
ら
の

資
本
化
に
よ
っ
て
上
昇
転
化
を
と
げ
寄
生
地
主
制
が
確
立
す
る
。
高
額

地
租
に
圧
憩
さ
れ
る
農
民
の
ブ
ル
ジ
露
ア
的
発
展
へ
め
可
能
性
が
失
わ

れ
、
最
終
的
鳳
寄
生
地
主
的
分
解
を
完
漏
し
、
ま
た
絶
対
王
制
成
立
期

以
来
持
っ
て
い
た
ブ
些
ジ
ョ
ア
論
罪
勝
が
奪
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
寄

生
地
主
制
が
完
成
す
る
。
、
以
上
が
そ
の
要
旨
で
あ
る
が
次
に
章
ご
と
に

内
容
を
紹
介
す
る
と
、

　
牙
一
章
　
局
地
的
市
揚
圏
の
成
立

　
領
圭
的
商
晶
流
通
機
構
の
．
下
で
開
市
す
る
享
保
期
の
市
場
は
、
そ
う

し
た
需
要
を
み
た
し
な
が
ら
も
、
農
民
に
よ
る
商
品
作
物
の
生
産
に
よ

っ
て
そ
の
交
換
を
媒
介
す
る
市
場
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
て
お
り
、
や

が
て
一
宮
、
東
野
、
…
枇
杷
島
を
無
心
に
夫
々
綿
業
、
養
蚕
、
青
物
生
産

地
糟
が
形
成
さ
れ
地
域
的
分
業
が
進
展
す
る
。
そ
れ
は
城
下
町
の
需
要

と
結
び
つ
き
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
と
は
い
え
階
領
主
的
流

通
機
構
と
は
別
に
各
地
の
生
産
者
を
結
び
つ
け
る
新
し
い
流
通
機
構
を
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発
生
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
五
八
頁
）
。
そ
う
し
た
中
で
癸
農
す
る
市
場
は

領
主
的
機
繕
の
下
部
組
…
織
で
あ
る
と
共
に
、
自
給
経
済
の
一
部
を
崩
壌

さ
ぜ
た
農
民
が
再
生
産
を
続
け
る
為
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
局
地
的

市
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
八
市
（
一
宮
）
を
申
心
と
す
る
綿
業

地
帯
で
は
丈
政
・
天
保
期
に
綿
業
過
程
に
あ
け
る
綿
作
・
織
物
の
分

化
が
地
域
的
に
現
わ
れ
聴
繰
綿
、
原
料
の
売
買
は
局
地
内
に
と
ど
窪
ら

ず
、
特
権
的
領
主
的
コ
ー
ス
と
は
別
に
在
纏
縫
入
に
よ
る
隔
地
闇
流
通

の
コ
ー
ス
が
生
れ
（
六
九
頁
）
、
対
立
し
て
い
っ
た
（
牙
五
節
）
。
ま
た
こ

の
外
の
商
工
業
の
発
展
（
肥
料
そ
の
他
の
生
産
手
段
）
、
生
活
必
需
晶
の

販
売
（
米
、
油
等
×
七
〇
頁
）
に
み
ら
れ
る
広
範
な
社
会
的
事
業
に
よ

っ
て
天
保
期
に
お
け
る
局
地
的
市
場
圏
の
完
成
が
考
え
ら
れ
る
（
八
○

頁
）
。

　
汁
二
章
、
農
民
的
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
の
発
展

　
農
民
的
商
晶
生
産
の
発
展
を
綿
業
を
毒
心
に
と
ら
え
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

分
解
の
進
行
に
よ
る
幕
末
の
マ
芸
ユ
プ
ア
ク
チ
ユ
ア
経
営
を
検
証
し
て

い
る
。
元
緑
・
享
保
期
に
普
及
し
た
綿
作
は
寛
政
期
に
な
る
と
織
女
を

使
う
織
屋
を
発
轟
さ
せ
、
マ
｝
＝
プ
ア
ク
チ
訟
ア
の
細
註
が
み
ら
れ

る
。
化
政
期
に
入
る
と
技
術
、
織
機
の
進
歩
か
ら
労
功
生
産
力
は
高
ま

り
、
マ
ニ
ユ
経
営
を
、
展
開
さ
せ
る
条
件
と
な
っ
た
（
一
五
〇
頁
）
。
か
か

る
商
晶
生
産
の
発
展
に
も
と
ず
く
農
昆
的
小
ブ
ル
ジ
3
ア
経
済
の
発
展

に
俘
っ
て
、
農
民
層
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
併
鯉
川
の
些
朋
芽
が
現
わ
れ
、
文
政
③

天
保
期
に
は
近
在
の
労
”
初
力
を
も
つ
て
中
農
層
に
よ
る
綿
織
マ
諜
ユ
フ
，

ア
ク
チ
ユ
ア
が
一
斉
に
成
立
す
る
（
一
六
三
頁
）
。
し
か
し
開
港
に
よ
る

外
綿
の
楡
入
は
経
営
者
層
を
中
農
上
層
か
ら
貧
農
秘
中
農
下
層
に
移
さ

せ
，
農
工
分
離
の
進
行
と
共
に
上
昇
と
資
本
家
的
発
展
の
．
道
が
ひ
ら
か

れ
る
。

　
矛
三
章
　
寄
生
地
主
制
の
成
立

　
「
生
産
諸
力
の
上
昇
に
も
と
ず
く
農
民
的
商
品
生
産
の
発
展
に
よ

り
」
（
一
八
七
頁
）
直
接
生
産
者
の
手
元
に
胚
芽
的
利
潤
が
形
成
さ
れ
、

小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
経
済
が
進
展
し
て
も
直
ち
に
地
主
制
は
成
立
し
な

い
。
一
層
発
展
す
れ
ば
貧
窮
農
民
を
土
地
か
ら
射
離
し
、
資
本
↑
↓
賃
労

彷
の
開
係
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
（
貧
窮
農
民
を
つ
な
ぎ
と
め
、

地
主
↑
↓
小
作
入
の
方
向
は
と
ら
な
い
。
即
ち
寄
生
地
キ
制
は
「
小
ブ
ル

ジ
ョ
ア
的
経
済
の
よ
り
一
層
の
展
開
が
阻
止
さ
れ
た
乏
き
に
、
そ
の
結

果
と
し
て
」
必
然
的
に
成
立
す
る
（
一
八
八
頁
）
。
そ
こ
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
発
展
を
阻
止
す
る
要
因
を
領
圭
的
再
生
産
機
講
の
強
露
な
残
存
に
求

め
て
い
る
。
小
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
1
は
こ
の
障
害
の
克
服
よ
り
は
、
領
圭

と
の
餐
忌
日
上
昇
転
化
に
よ
り
進
路
を
切
り
開
い
た
。
こ
う
し
て
彼
等

は
、
絡
対
王
制
の
成
立
と
同
時
に
「
権
力
の
側
に
つ
き
、
特
権
化
を
完

成
し
寄
生
的
性
格
を
強
め
」
（
二
三
六
頁
）
て
行
く
、
明
治
政
府
の
殖
産

興
業
政
策
は
農
民
層
特
に
中
貧
農
層
を
最
後
的
に
分
解
さ
せ
、
農
村
工

業
に
決
定
的
打
撃
を
与
え
、
そ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
の
可
能
性
を
摘

み
と
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
明
治
二
、
三
十
年
代
に
制
度
と

し
て
の
地
主
制
を
成
立
さ
せ
た
。

　
第
四
章
　
寄
生
地
主
制
の
褻
退
と
湊
落

　
以
上
の
如
く
寄
生
地
主
擬
が
「
商
業
的
農
業
の
打
撃
壷
中
貧
農
層
の
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濃
茶
の
う
え
に
成
立
し
た
か
ぎ
り
、
商
業
的
墨
型
の
新
た
な
展
開
》
中

鷺
農
層
の
理
解
・
上
昇
と
い
・
つ
事
態
が
あ
ら
わ
れ
」
（
二
七
二
頁
4
、
そ
の

安
定
し
た
地
位
を
失
っ
て
、
褻
退
せ
メ
、
）
る
を
得
な
く
な
る
。
畑
作
に
重

点
を
お
く
商
業
的
農
業
の
発
展
及
び
新
た
な
る
織
物
業
の
置
針
は
鷹
三

層
の
再
分
解
を
惹
起
し
た
。
商
品
生
産
を
行
な
う
農
民
は
上
昇
し
、
そ

れ
に
対
応
で
き
な
い
寄
生
地
主
は
湊
落
の
傾
向
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
戦

争
と
相
次
く
恐
慌
や
小
作
争
議
に
よ
っ
て
地
盤
達
は
衰
懸
の
一
途
を
た

ど
り
、
こ
れ
に
代
っ
て
中
農
上
屑
が
優
位
的
地
位
に
立
ち
つ
つ
あ
っ

た
。
そ
し
て
「
農
地
改
革
後
の
事
態
は
、
す
で
に
戦
時
中
に
そ
の
基
本

線
が
実
現
さ
れ
」
（
ご
＝
○
頁
）
農
地
改
革
が
そ
れ
の
最
後
的
な
仕
上
げ

を
し
た
．

智
以
上
、
著
者
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
ど
こ
豪
で
正
確
に
紹
介
で

き
た
か
疑
が
わ
し
い
が
だ
い
た
い
の
大
筋
を
あ
げ
て
み
た
。
そ
の
論
旨

の
展
開
は
大
塚
理
論
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
豊
富
な
史
料
の
騙
使
に
よ
っ

て
す
ぐ
れ
た
実
証
的
研
究
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
す
現
在
論
争
の
ま
と
と
な
っ
て
い
る
農
民
の
自
給
経
済
に
つ
い
て

み
る
と
、
一
応
自
営
的
性
格
を
も
つ
共
同
体
成
員
を
労
枕
過
程
に
お
b

て
規
制
す
る
共
同
体
的
規
制
、
「
村
抱
え
」
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
ろ
共
同

体
的
自
給
体
制
が
と
ら
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
農
民
の
商

品
生
産
を
「
本
贋
的
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
も
の
で
そ
れ
だ
け
封
建

的
1
1
共
同
体
的
弓
生
産
機
構
に
く
い
こ
ん
で
崩
壊
さ
せ
る
も
の
」
と
理

解
さ
れ
て
い
る
が
、
封
建
領
主
制
の
確
立
が
そ
う
し
た
商
口
㎜
生
産
を
内

包
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
蒔
、
果
実
に
共
同
体
納
再
生
産
を

維
持
し
、
領
主
的
願
解
経
済
を
完
成
♪
。
、
せ
て
い
る
事
実
こ
そ
考
え
あ
わ

せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
石
慎
三
郎
氏
の
指
摘

「
歴
研
二
〇
五
号
」
が
あ
る
）
。
ま
た
地
域
的
分
業
に
も
と
す
く
市
場
圏

か
ら
局
地
的
市
場
圏
の
形
成
を
み
て
い
る
が
、
そ
の
申
で
は
各
地
域
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
特
産
物
の
流
通
が
支
配
的
な
位
置
に
あ
る
よ
う
で

あ
り
、
三
八
市
の
よ
う
に
領
主
的
需
要
を
も
み
た
す
甫
場
よ
り
、
そ
う

し
た
も
の
に
影
響
さ
れ
な
い
小
市
場
に
求
め
ら
る
べ
を
で
あ
ら
う
。
ま

た
マ
ニ
ユ
経
営
に
も
か
な
り
疑
点
が
あ
る
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の

指
摘
が
あ
る
（
最
近
で
は
林
英
夫
氏
「
歴
研
二
〇
九
号
し
が
あ
り
前
記

大
石
氏
の
と
と
も
に
参
照
さ
れ
た
い
）
。
特
に
そ
の
カ
の
前
に
は
封
建
権

力
の
存
窪
が
薫
味
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
印
象
を
う
け

る
。
地
専
制
形
成
の
過
程
は
上
昇
転
化
の
理
論
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
、

発
展
の
阻
止
条
件
を
あ
げ
た
が
、
あ
る
も
の
は
、
中
農
上
層
に
よ
り
克

服
或
い
は
無
視
さ
解
、
ま
た
あ
る
条
件
は
絶
体
王
制
下
の
小
作
農
の
場

合
に
も
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
こ
れ
も
小
作
農
に
よ
つ
て

通
過
評
・
れ
、
両
者
共
に
か
な
り
の
程
度
ま
で
ブ
ル
ジ
欝
ア
的
展
開
を
と

げ
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
こ
の
四
条
件
だ
け
で
地
堺
制
の
方
向
に
転
じ

た
と
は
思
わ
れ
な
い
、
封
建
的
危
機
に
面
し
た
領
主
の
政
治
的
な
力
を

無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
地
柔
制
の
悪
落
に
お
い
て
下
か
ら
の
商
品
生
産
の
発
展
の
力

が
牛
封
建
的
土
地
所
有
舜
崩
壌
さ
せ
た
と
見
て
い
る
が
、
こ
の
新
し
い

商
品
盤
産
の
復
活
だ
け
に
よ
つ
て
絶
対
主
制
の
墓
礎
を
担
っ
た
地
圭
制

が
た
や
す
く
崩
壊
し
て
い
く
も
の
だ
ろ
う
か
。
生
産
性
が
低
く
劇
作
に
、
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基
磯
を
お
・
＼
地
主
、
叉
有
利
な
る
畑
作
に
よ
っ
て
上
昇
し
よ
う
と
し
な

が
ら
も
、
、
自
給
的
生
産
機
構
（
良
水
田
経
営
）
を
放
撫
し
え
な
い
小
作

農
、
か
か
る
生
産
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
に
地
主
の
立
脚
す
る
経
済

構
造
の
粥
体
さ
を
も
老
慮
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
『
局
地
的
市
場
圏
の
限
介
↑
↓
地
際
制
形
成
』
の
大
塚
理
論
に
立
ち
、

地
主
翻
婁
成
発
展
を
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
達
の
上
昇
転
化
に
求
め
な
が
ら

も
、
彼
等
と
支
配
機
梅
と
の
関
連
の
推
移
を
深
く
追
求
し
な
か
っ
た
為

に
、
寄
生
地
響
制
と
い
う
も
の
を
そ
の
本
質
か
ら
遊
離
さ
せ
、
箪
に
生

ず
べ
く
し
て
生
じ
た
も
の
し
て
把
握
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
と
も
か

く
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
を
抽
醜
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
と
も
に
指
摘

さ
れ
よ
う
．

　
だ
が
か
か
る
実
証
的
研
究
の
み
が
問
題
を
解
決
す
る
ヵ
ギ
と
な
り
う

る
も
の
で
あ
る
以
上
、
多
く
の
難
点
は
指
摘
さ
れ
よ
う
が
、
両
氏
の
繕

力
的
な
研
究
に
は
教
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
浅
学

の
私
た
ち
は
誤
解
の
多
い
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。

　
な
お
本
書
を
紹
介
す
る
に
当
っ
て
第
一
、
二
章
は
寺
門
、
三
、
四
章

は
根
本
が
分
担
し
た
。
　
　
　
　
　
　
（
お
茶
の
水
　
四
五
〇
円
）

さ
く
も

卒
論
紹
介
　
（
三
一
年
度
卒
業
）

で
　
な
　
お
ミ
　
ミ
　
ミ

　
　
定
額
寺
制
の
成
．
立
に
つ
い
て

秋
　
幽

高
　
　
志

吉
代
に
於
い
て
、
国
家
よ
婁
保
護
を
得
て
い
た
寺
院
は
律
令
体
制
衰

退
と
共
に
、
そ
の
嚢
退
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
定
額
寺
の
制
が
、

こ
の
変
質
過
程
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
事
は
夙
に
竹
内
理
三
氏
の
指
摘

さ
れ
た
事
で
あ
る
が
．
そ
の
．
灰
立
に
つ
い
て
禽
、
二
三
附
け
触
う
べ
き

事
が
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
、

　
定
額
寺
の
成
立
時
期
は
七
世
紀
代
と
九
・
十
世
紀
代
と
二
期
あ
る
。

朝
廷
と
し
て
は
こ
の
定
額
寺
の
制
に
、
七
世
紀
代
は
ほ
ぼ
「
保
護
」
に
、

九
・
十
世
紀
代
は
「
統
棚
」
に
比
重
を
置
い
た
様
で
あ
る
。

「
光
仁
、
桓
武
帝
は
、
定
額
寺
以
外
の
．
私
寺
の
禁
、
諜
者
の
制
限
等
、

仏
教
界
振
粛
に
力
を
尽
さ
れ
た
が
、
天
台
真
言
の
高
僧
、
有
力
貴
族
は

禁
制
を
免
れ
る
為
、
私
考
を
完
額
寺
と
さ
れ
る
事
を
長
い
、
や
が
て
定

額
寺
で
あ
る
事
を
手
掛
り
忙
、
僧
侶
に
取
っ
て
三
々
の
．
特
権
即
ち
、
年

分
度
者
絵
賜
、
三
会
出
席
権
－
意
業
制
度
、
僧
位
制
度
に
密
接
な
関
係

あ
り
…
師
資
言
承
、
僧
綱
管
理
の
排
除
等
の
権
利
を
漸
次
得
て
ゆ
き
、

檀
越
も
、
安
心
立
命
の
新
し
い
祈
り
を
、
朝
廷
国
分
寺
に
代
る
役
割
を

こ
れ
ら
欝
額
寺
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
．

東
北
地
方
に
お
け
る
近
世
大
名
の
成
立

　
－
1
伊
蓬
馬
の
場
合
…
…
一

助
　
矯

房
　
子

　
封
建
制
の
形
成
、
確
立
の
コ
ー
ス
に
は
三
つ
の
展
開
過
程
が
考
え
ら

れ
る
。
即
ち
（
一
）
古
代
末
期
の
内
乱
（
二
）
南
北
朝
の
内
乱
（
三
）

戦
国
時
代
の
諸
大
名
問
に
お
け
る
抗
争
で
あ
る
ど
思
う
、
．
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