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貞

免
｣
と
は
何
か
-
･･･売
買
都

日
次

一

E貝
免
の
概
念

二

｢売
ル
｣

の
語
源

三

｢売
ル
｣

の
社
会
学

四

｢買
ウ
｣

と

｢替
ウ
･
借
ル
｣

一

貫
免
の
概
念

安

野

虞

幸

小
学
館

『日
本
国
語
大
辞
典
』
第
四
巻

(
一
九
七
三
年
)
の

｢買
免

(か
い
め
ん
)｣
の
項
目
に
は

｢
(免
は

｢償
う
｣

の
意
)
買
い
戻
す
こ

と
｣

と
あ
る
｡
ま
た

『日
本
政
治
社
会
思
想

上
』
(
一
九
七
二
年
)
所
収

『相
良
氏
法
度
』
の
勝
俣
鎮
夫
氏
の
校
注
に
は

｢買
免
｣
を

｢買
戻

し
の
意
｡
具
体
的
売
買
形
式
と
し
て
は
､
年
季
明
請
戻
特
約
本
銭
返
し
の
ご
と
き
性
格
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
｡
『免
』
は

『償
う
』
の
意
｣
と
あ

る
｡
以
上
か
ら

『日
本
国
語
大
辞
典
』
の
説
明
は
校
注
の
勝
俣
説
の
要
約
で
あ
る
可
能
性
が
強
-
､
こ
れ
ら

『日
本
国
語
大
辞
典
』
や
勝
俣
氏
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の
立
場
に
立
て
ば
'
｢買
免
｣

形
式
の
売
買
と
は
同
じ

『相
良
氏
法
度
』
の

《
長
毎
法
》
第
十
六
条
の

｢質
物
｣

や
､
同
第
十
九
条
が
前
提
と
す

る

｢年
紀
売
り
｣

や

｢年
季
明
請
戻
特
約
本
銭
返
し
｣

と
近
い
も
の
と
な
ろ
う
｡

辞
書
を
調
べ
て
み
る
と
､
諸
橋
轍
次

『大
漢
和
辞
典
』

(

大
修
館
)
に
は

｢買
免
｣

を

｢罪
人
が
銭
を
出
し
て
刑
罰
の
減
免
を
求
め
る
こ
と
｣

と
あ
る
が
､
こ
れ
は
こ
の
場
合
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
｡

一
方
､
大
和
言
葉
の

｢
買
う
｣

は

｢香
う
｣

と
同
じ
語
源
か
ら
生
ま
れ
た
と
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え

｢
か
い
め
ん
｣

の

｢
か
い
｣

は
売
買
の

｢
買
う
｣

で
は
な
-
､
交
換
の

｢香
う
｣

で
､
｢買
免
｣

と
は

｢替
免
｣

で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
｡
そ
こ
で
次
に

｢買
免
｣

解
釈
の
前
提
と
な
っ
て
い
る

｢
『免
』
は

『償
う
』

の
意
｣

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
手
元
に
あ
る
辞
書
類
の

｢免
｣

を
調
べ
て
気
が
つ
-
こ
と
は
'
｢
『免
』

は

『償
う
』

の
意
｣

と
い
う
説
明
が
ど
こ
に
も
見
当
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば
諸
橋
轍
次

他
著

『新
漢
和
辞
典

〔携
帯
版
〕
』
(

大
修
館
)
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

一
①

ま
ぬ
が
れ
る
｡
イ

ぬ
ぐ

(脱
)
0

や
め
さ
せ
る
｡

ゆ
る
す
｡

イロ

の
が
れ
る
｡
ロ

は
な
れ
る
｡
ハ

さ
け
る

(避
)｡

ぬ
ぎ
す
て
る
｡

し
り
ぞ
け
る
｡
｢任
免
｣

甲

許
可
す
る
｡
｢免
許
｣

乙

聞
き
入
れ
る
｡

あ
る
も
の
を
と
り
除
い
て
相
手
を
自
由
に
し
て
や
る
｡

甲

刑
罰
を
加
え
る
こ
と
を
中
止
す
る
｡
罪
を
ゆ
る
す
｡
｢赦
免
｣

乙

義
務
を
除
-
｡
丙

束
縛
を
解
い
て
や
る
｡
丁

逃
が
し
て
や
る
｡

つ
と
め
る

(勉
)0

喪
服
｡
喪
服
を
つ
け
て
死
者
を
弔
う
｡
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②

子
を
産
む
｡

以
上
か
ら
'
こ
の

｢買
免
-

か
い
め
ん
｣

の

｢免
｣

の
意
味
は

｢
一
･
④

･
ロ
･
丙
｣

の
辺
り
と
考
え
る
の
が
素
直
な
理
解
で
､
｢買
免
｣

と

は

｢買
っ
て

T
旦
自
分
の
物
と
な
っ
た
も
の
を
自
由
に
し
て
や
る
こ
と
､
放
棄
す
る
こ
と
｣

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
ま
た
､
も
し
も

｢償
う
｣

の

意
で
あ
れ
ば
'
ど
う
し
て

｢買
免
｣
-

｢買
い
戻
す
こ
と
｣

と
な
る
の
か
､
私
に
は
納
得
し
に
-
い
も
の
が
あ
る
｡
そ
も
そ
も

｢償
う
｣

と
い
う

言
葉
は

一
般
に
｢罪
を
償
う
｣

の
よ
う
に
用
い
､
｢相
手
に
た
い
し
て
負

っ
て
い
る
責
任
や
罪
科
を
財
物
や
労
働
を
提
供
し
て
埋
め
合
わ
せ
'
免

れ
よ
う
と
す
る
こ
と
｣

の
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え

｢買
免
｣

っ
ま
り

｢買
っ
て
償
う
｣

と
な
れ
ば
､
以
前
に
不
正
な
売
買
が
あ

っ
た
こ
と
が

前
提
と
な
り
､
売
手
側
は

｢買
い
戻
し
て
｣

買
手
の
損
害
を
賠
償
し

｢償
う
｣

こ
と
と
な
ろ
う
｡

つ
ま
り

｢免
は
償
う
の
意
｣

と
す
る
と
'
確
か
に

｢買
免
｣
-

｢買
い
戻
す
こ
と
｣

に
は
な
る
の
だ
が
'
そ
の
場
合
は
､
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ

て
い
る
売
買
と
は

｢不
正
な
売
買
｣

で
､
｢買
手
側
は
損
害
を
被

っ
て
い
た
｣

と
な
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら

《
為
続
法
》
の
第

一
条
･第

二
条

･
第
三
条

･
第
五
条
､
あ
る
い
は

｢買
免
｣

形
式
の
売
買
と
思
わ
れ
る

《
晴
広
法
》
の
第
二
二
条

･
第
二
三
条
の

｢
買
地
｣

等
々
が

｢不

正
な
売
買
｣
を
前
提
と
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
恐
ら
-
出
来
ま
い
｡
そ
れ
ゆ
え

｢免
は
償
う
の
意
｣

と
す
る
に
は
も
と
も
と
無
理
が
あ
り
､

こ
の
説
明
は

｢買
免
｣

が
売
手
の
行
為
で
あ
り
な
が
ら
も

｢買
免
｣

-

｢買
い
戻
す
こ
と
｣

と
す
る
た
め
に
､
勝
俣
氏
に
よ
っ
て
考
え
だ
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
の
か
?

と
の
疑
い
さ
え
生
ま
れ
て
-
る
の
で
あ
る
｡

｢
買
免
｣

と
い
う
言
葉
か
ら
我
々
が
受
け
る
感
じ
を
素
直
に
い
え
ば
'
こ
の

｢買
免
｣

行
為
の
主
体
は
む
し
ろ
買
手
で
､
｢買
っ
て

一
旦
自
分

の
物
と
な
っ
た
も
の
を
放
棄
す
る
こ
と
｣

だ
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
解
釈
は
､
売
手
と
買
手
と
の
社
会
的
な
関
係
の
面
か
ら
考
え
る
と
､
結
果
的

に
は
勝
俣
説
や

『日
本
国
語
大
辞
典
』
の

｢買
免
｣
-

｢買
い
戻
す
こ
と
｣

と
大
差
な
い
の
だ
が
､
｢売
手
｣

の
行
為
で
は
な
-
'
む
し
ろ

｢買

手
｣

の
行
為
を
指
す
と
す
る
点
で
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
以
上
か
ら
私
は
全
体
と
し
て

｢免
は
償
う
の
意
｣

を
前
提
と
し
て

｢買
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免
｣
-

｢買
い
戻
す
こ
と
｣

と
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
､
む
し
ろ

｢買
免
｣

と
は

｢替
免
｣

の
意
で

｢
一
旦
交
換
し
た
も
の
を
､
そ
の
束
縛
を
解

い
て
や
る
こ
と
｡
交
換
し
た
も
の
を
元
に
戻
す
こ
と
｣

だ
と
思
う
の
で
あ
る
｡

次
に

｢買
免
｣

と
は

｢替
免
｣

の
意
で
よ
い
の
か
を
実
際
の
資
料
に
当

っ
て
考
え
て
み
た
い
｡
『日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は

｢買
免
｣

の
用
例

と
し
て
､
こ
の

『相
良
氏
法
度
』
第

1
条
の
ほ
か

｢阿
蘇
文
書
｣

天
授
五

(
一
三
七
九
)
年
三
月
二
四
日
､
聖
壕
･実
信
連
著
請
文

(『大
日
本

古
文
書

一
』､

一
九
七
)
を
引
用
し
て
い
る
｡
今
こ
こ
で

｢阿
蘇
文
書
｣

の

｢詩
文
｣

の
全
文
を
取
り
上
げ
､
多
少
の
分
析
を
試
み
た
い
｡

肥
後
国
守
山
庄
用
水
井
れ
う
の
事
､
小
河
の
□
田
地
弐
町
わ
た
し
進
候
､
坪
付
壱
所
L
や
う
と
-
の
そ
□
九
段
､
同
所
よ
う
さ
-
ま
ち
壱
段
､

一
所
ひ
ら
れ
石
五
段
､
一
所
か
う
っ
か
り
み
て
柁

し
の
五
段
､
以
上
弐
町
也
､
今
年
件
田
地
等

1
年
か
ひ
め
ん
に
か
ひ
候
て
進
候
あ
ひ
た
'
-

ハ
し
き
事

ハ
申
さ
た
め
す
候
､
も
し
こ
の
田
地
し
せ
ん
に
い
ら
ん
わ
つ
ら
ひ
出
来
候
時

ハ
､
庄
家
ロ
に
か
の
田
地
に
あ
ひ
あ
た
り
候
ハ
ん
す

(わ
き
)

(治

定
)

(
柄)

る
ね
ん
-
を
□
□
ま
へ
中

へ
-
候
'
-
ハ
し
き
事
は
下
地

ち

～
や
う

の
口
中
さ
た
め
候

へ
-
候
､
ま
つ
こ
の
む
ね
を
御
存
知
あ

あ

る
へ
-
候
'

天
授
五
年
三
月
二
十
四
日

実
信

(花
押
)

聖
壕

(花
押
)

小
河
両
御
代
官

こ
の
文
書
は
用
水
路
の
築
造

･
修
理
の
た
め
の
負
担
で
あ
る

｢用
水
井
料
｣

の
支
払
に
関
係
す
る
も
の
で
､
二
行
目
に
あ
る

｢今
年
件
田
地

等

一
年
か
ひ
め
ん
に
か
ひ
候
て
進
候
｣

が
問
題
の

｢買
免
｣

の
用
例
で
あ
る
｡
こ
の

｢
か
ひ
め
ん
に
か
ひ
候
て
進
候
｣

の
部
分
は

一
行
目
に
あ

る

｢わ
た
し
進
候
｣

を
よ
り
詳
し
-
説
明
し
直
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
と
す
る
と

｢
一
年
買
免
に
か
ふ
し
-

｢渡
す
｣

と
い
う

等
式
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
｡
と
こ
ろ
で

｢
か
ふ
｣
-

｢渡
す
｣

と
す
る
と
､
｢
か
ひ
候
｣
の

｢
か
ふ
｣

は
売
買
の

｢買
う
｣

で
は
な
-
､
む
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し
ろ
交
換
の

｢香
う
｣
で
､
こ
の
場
合
は
相
手
に

｢渡
す
｣
の
だ
か
ら
､
む
し
ろ

｢売
る
｣

の
意
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
れ
ゆ
え
以
上
の

分
析
か
ら

｢買
免
｣
-

｢替
免
｣
の
前
提
と
な
る

｢
か
う
｣
-

｢替
う
｣
が
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
｡

以
上
か
ら
こ
の
文
書
の
差
出
人

｢聖
壕

･
実
信
｣

は
売
手
で
､
こ
の
文
書
は

｢小
河
両
御
代
官
｣
か
ら

｢弐
町
｣

の
田
地
の

｢井
料
｣

の
支

払
を
要
求
さ
れ
た
両
人
が
､
そ
れ
へ
の
返
答
と
し
て

｢
一
年
か
ひ
め
ん
｣

と
い
う
条
件
で
第
三
者
に

｢
わ
た
し
進
｣
た
=

｢
か
ひ
候
て
進
｣
た
､

つ
ま
り

｢売

っ
て
今
は
手
も
と
に
な
い

(の
で
､
我
々
両
人
に
は
支
払
の
義
務
は
な
い
)｣
と

｢両
御
代
官
｣
宛
に
主
張
し
た
も
の
と
な
ろ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
､
売
主

･
買
主
間
で
の

｢井
料
｣

の
負
担
は

｢
一
年
か
ひ
め
ん
｣

と
い
う
条
件
だ
っ
た
の
で

｢-
は
し
き
事

ハ
申
さ
だ
め
ず
｣

で
決
ま
っ
て
い
な
い
と
し
な
が
ら
も
､
守
山
圧
の
様
々
な
条
件
を
述
べ
て
､
基
本
的
に
は

｢用
水
井
料
｣
を
売
主
側
が
支
払
う
方
向
で

｢両
御

代
官
｣
に
は
約
束
し
て
お
り
､
『大
日
本
古
文
書
』
が
い
う
と
お
り
こ
れ
は

｢詩
文
｣
な
の
だ
ろ
う
｡

こ
の

｢請
文
｣

に
お
い
て
､
｢今
年
件
田
地
等

一
年
か
ひ
め
ん
に
か
ひ
候
て
進
候
｣

た
に
も
拘
ら
ず
､
｢用
水
井
料
｣
は
売
主
側
が
支
払
お
う

と
し
て
い
る
こ
と
の
前
提
に
は
､
売
主
側
の
取
戻
し
特
権
に
対
応
す
る
も
の
､
つ
ま
り
売

っ
た
土
地
に
対
す
る

｢本
主
権
｣
が
考
え
ら
れ
る
｡

ま
た
こ
う
し
た
売
買
と
負
担
と
を
巡
る
在
地
の
習
慣
法
の
中
か
ら

《晴
広
法
》
第
二
三
条
に
あ
る
用
水
路
の
築
造

･
修
理
の
た
め
の
労
働
力
提

供
の
義
務
を

｢買
主

･
売
主
半
分
づ
つ
｣

と
定
め
た

｢用
水
法
｣

が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え

｢
一
年
か
ひ
め
ん
に
か
ふ
｣

は

｢
一

年
替
免
に
替
ふ
｣

で
'
｢永
代
売
買
｣

で
は
な
-

｢
一
年
間
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
､
交
換
し
た
も
の
を
旧
に
戻
す
特
約
付
き
の
交
換
｣
を
意
味

し
､
年
季
が
あ
け
た
ら
無
償
で
請
戻
す

｢年
季
売
り
｣
や

｢質
入
れ
｣
と
同
じ
も
の
の
可
能
性
が
あ
る
｡

と
こ
ろ
で

《為
続
法
》
の
第

1
条
に
は

｢本
主
の
子
孫
に
返
す
べ
し
｣､
第
二
条
に
は

｢本
主
知
行
す
べ
し
｣､
第
三
条
に
も

｢本
々
の
売
主

に
付
-
べ
L

L

と
あ
り
､
第

一
条

･
第
二
条
の

｢本
主
｣

と
第
三
条
の

｢本
々
売
主
｣

と
は
同
じ
も
の
を
指
し
て
お
り
､
そ
の
意
味
は

｢元
々

の
所
有
者
｣
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
か
ら
第

一
条

･
第
二
条

･
第
三
条
の
三
ヵ
条
は
い
ず
れ
も

｢元
々
の
所
有
者
や
そ
の
子
孫
｣

に
土
地

が
戻
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
､
｢買
免
｣
と
｢本
主
｣
と
の
間
に
は
強
い
相
関
関
係
が
確
認
で
き
る
｡
ま
た
第

一
条
や
第
三
条
に
登
場
す
る
｢売
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主

･
買
主
｣

の
言
葉
は
､
用
水
路
の
築
造

･
修
理
や
段
銭
納
入
の
義
務
を
定
め
た

《暗
広
法
》
の
第
二
二
条

･
第
二
三
条
に
も
見
ら
れ
る
が
､

こ
こ
で
は

｢
か
い
主

･
う
り
主
半
分
づ
つ
｣

と
あ
っ
て
､
売
主
側
が
買
主
と
共
に
義
務
の
半
分
を
引
き
受
け
る
よ
う
定
め
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
一
度
売
っ
た
土
地
に
対
し
て
､
｢元
々
の
所
有
者
｣

の
側
が
土
地
の

｢取
戻
し
権
｣

を
持

っ
た
り
､
土
地
に
対
す
る
義
務
を
負
い

続
け
て
い
る
と
す
れ
ば
､
｢元
々
の
所
有
者
｣

と
売
却
し
た
土
地
と
の
間
に
は
両
者
は

一
体
で
あ
る
と
す
る
観
念
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
｡
そ
れ

ゆ
え
以
上
か
ら
､
こ
れ
ら

《為
続
法
》
四
ヵ
条
の
条
文
解
釈
の
前
提
と
し
て
､
売
主
側
が

｢買
免
だ
か
ら
｣

と
い
っ
て
請
戻
し
を
要
求
す
る
事

態
を
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
ま
た
､
こ
の
よ
う
な
土
地
と
の
一
体
性
の
観
念
に
基
づ
-

｢元
々
の
所
有
者
｣

側
の
取
戻
し
期
待
権
を

｢本
主

権
｣

と
名
付
け
る
と
す
れ
ば
､
｢買
免
｣

形
式
の
売
買
と

｢本
主
権
｣

と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

な
お

｢本
銭
返
し
｣

と

｢年
季
売
り
｣

と
は

｢請
戻
し
｣

の
あ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
､
そ
の
請
戻
し
が

《有
償
》
か

《無
償
》

か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
と
い
う
｡
第

一
条

･
第
二
条

･
第
三
条
で
は

｢可
返
｣

｢可
知
行
｣

｢可
付
｣

と
あ
り
､
相
良
氏
に
よ
っ
て

｢本
主
｣

へ
の

《無
償
》
の
請
戻
し
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
か
ら

｢買
免
｣

形
式
の
売
買
と
は
本
来

《無
償
》
の
請
戻
し
を
前
提
と
し
た

｢年
季
売

り
｣
の
よ
う
に
も
見
え
て
-
る
｡
し
か
し

｢買
免
｣

を

｢年
季
売
り
｣

｢質
入
れ
｣

と
同
じ
も
の
と
す
る
と
､
問
題
と
な
る
の
が
第
五
条
で
あ(2

)

る
｡
佐
藤
進

一
氏
は
事
書
の

｢買
地
｣
の
所
が
異
本
に

｢買
免
｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
､
第
五
条
の
事
書
を

｢悪
銭
之
時
之
E員
免
之
事
｣

と
さ
れ
た

が
､
勝
俣
氏
は
校
注
で

｢
『可
被
請
』
な
る
表
現
よ
り
､
買
免
に
よ
る
買
地
の
意
｣

と
し
て
い
る
｡

｢悪
銭
之
時
之
買
免
之
事
｣

と

｢悪
銭
之
時
之
買
地
之
事
｣

と
で
は

｢悪
銭
之
時
｣

が
い
つ
な
の
か
の
点
に
解
釈
上
の
違
い
が
出
て
-
る
｡
前

者
は

｢買
免
｣

を
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
､
つ
ま
り
買
い
戻
そ
う
と
し
て
い
る
今
が

｢悪
銭
之
時
｣

な
の
に
､
後
者
で
は
土
地
を
買
っ
た
昔
が

｢悪
銭
之
時
｣

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
昔
買
っ
た
と
き
の
銭
の
条
件
を
'
時
が
経
っ
た
今
問
題
に
す
る
こ
と
は
考
え
に
-

い
の
で
'
前
者
の

｢買
免
之
事
｣

と
す
る
佐
藤
説
の
方
が
よ
-
'
｢悪
銭
之
時
之
替
地
之
事
｣

っ
ま
り

｢悪
銭
の
時
に
土
地
を
買
い
戻
す
こ
と
｣

を
取
り
上
げ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
こ
う
考
え
て
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
､
第
五
条
が
前
提
と
し
て
い
る
売
買
は
､

〓
疋
期
間
を
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経
た
後
で

｢本
主
｣

が
代
価
を
支
払
い

《有
償
で
》
土
地
を
取
戻
す

｢本
銭
返
し
｣

と
な
る
｡

問
題
は
第

一
条

･
第
二
条

･
第
三
条
の
三
ヵ
条
の
法
令
の
解
釈
に
も
係
わ
る
の
だ
が
､
本
来

《有
償
》
で
あ
っ
た
も
の
を
､
相
良
氏
は
こ
こ

で
改
め
て

《無
償
》
で
請
け
戻
せ
と
命
じ
た
の
か
Q
あ
る
い
は
本
来

《無
償
》
で
あ
っ
た
か
ら
､
こ
こ
で
も

《無
償
》
で
返
還
せ
よ
と
し
た
の

か
に
問
題
は
絞
ら
れ
て
-
る
｡
前
者
で
あ
れ
ば
､
第

一
条

･
第
二
条

･
第
三
条
の
三
ヵ
条
は

｢本
銭
返
し
｣

契
約
の
売
E貝
に
対
し
て

《無
償
》

の
請
戻
し
を
命
じ
た

一
種
の

｢徳
政
令
｣

と
な
り
､
後
者
で
あ
れ
ば
､
こ
の
三
ヵ
条
が
前
提
と
し
て
い
る
売
買
は

｢年
季
売
り
｣

な
の
だ
が
､

第
五
条
だ
け
は
例
外
的
に

｢本
銭
返
し
｣
で
あ
る
と
な
ろ
う
｡
し
か
し
､
《為
続
法
》
と
い
う
同
じ
法
令
の
中
で
､
別
々
の
形
式
の
売
買
を
指
し

て
い
る
と
は
考
え
に
-
い
の
で
､
こ
の
際
は
前
者
の

｢徳
政
令
｣

が
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､
こ
の
第
五
条
は
売
主
に
よ
っ
て
買
い
戻
さ
れ
る
際
の

｢悪
銭
｣

の
換
算
率
を
定
め
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
以

上
か
ら
､
｢買
免
｣

形
式
の
売
買
と
は

｢本
銭
返
し
｣､
中
で
も
特
に

｢年
季
明
請
戻
特
約
本
銭
返
し
｣
と
定
義
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡

一
方
､

(3
)

菅
野
文
夫
氏
は

｢買
戻
し

･
請
戻
し
｣

の
な
い

｢永
代
売
買
｣

と
比
べ
､
｢買
戻
し
･
請
戻
し
｣
の
あ
る

｢年
季
売
り
･
本
銭
返
し
･
入
質
｣

な

ど
を

一
括
し
て
｢質
契
約
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡
菅
野
説
に
従
う
な
ら
､
《為
続
法
》
の
こ
の
｢買
免
｣

形
式
の
売
買
を
､
や
や
広
-
定
義
し
て
｢質

契
約
｣

と
す
る
か
､
あ
る
い
は
狭
-

｢年
季
明
請
戻
特
約
本
銭
返
し
｣

と
明
確
に
定
義
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
以
上
結
論
と
し
て
､
最
初
は
い
ろ

い
ろ
と
勝
俣
説
に
異
論
を
呈
し
た
が
､
結
果
的
に
は
勝
俣
氏
の
考
え
と
ほ
ぼ
同
じ
結
論
に
到
達
し
た
｡

な
お

｢買
免
｣
と
い
う
言
葉
は

《為
続
法
》
に
の
み
登
場
し
､
《長
毎
法
》
に
な
る
と

｢質
物
｣

や
意
味
か
ら
考
え
て

｢年
季
明
請
戻
持
約
本

銭
返
し
｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
､
こ
こ
で
考
え
て
お
き
た
い
｡
先
に
我
々
は

｢文
｣

を
相
良
氏
の

｢買
得
安
堵
状
｣

と
し
て
き
た
｡

こ
の
考
え
に
の
っ
と
っ
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
､
相
良
氏
は
こ
の

《為
続
法
》
に
お
い
て
､
領
国
内
で
繰
り
広
げ
ら
れ

る
買
免
形
式
の
売
買
を

｢買
得
安
堵
状
｣

に
よ
っ
て
保
証
す
る
体
制
を
築
い
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
て
相
良
氏
が
買
免
形
式
の
売
買
を
承
認

し
て
行
-
過
程
で
､
｢買
免
｣

と
い
う
恐
ら
-
肥
後
の
国
を
あ
ま
り
越
え
る
こ
と
の
な
い
地
方
的
な
言
葉
-
方
言
が
､
｢質
物
｣

｢本
銭
返
し
｣

と
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い
う
中
世
日
本
の
共
通
語
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
､
私
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
｡

第

一
条

･
第
二
条

･
第
三
条
の
三
ヵ
条
が

｢徳
政
令
｣

で
あ
れ
ば
､
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
は
､
後
で
ま
た
詳
し
-
述
べ
る
こ
と
と

し
て
､
次
に

｢本
主
権
｣

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
､
当
時
の
売
買
の
実
態
を
問
題
と
し
た
い
｡

二

｢売
ル
｣
の
語
源

先
に
我
々
は

｢買
免
｣

を
分
析
す
る
際
に
､
｢買
免
｣

の

｢
か
ふ
｣

は
漢
字
で

｢買
｣

と
あ
る
が
､
む
し
ろ
交
換
を
意
味
す
る

｢香
う
｣

で
は

な
い
か
､
ま
た
用
例
の

｢阿
蘇
文
書
｣

の
場
合
､
行
為
の
主
体
は
む
し
ろ

｢売
手
｣

で
､
実
際
に
は

｢売
る
｣

を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
し
て
き
た
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
日
本
語
の

｢売
る
｣

と

｢買
う
｣

の
問
題
を
語
源
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
て
行
き
た
い
｡
ま
ず
最
初

｢買

う
｣

に
つ
い
て
考
え
た
い
｡
三
省
堂

『時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』
に
あ
る

｢
か
ふ
｣

の
説
明
と
そ
の
考
察
を
引
用
す
る
｡

か
ふ

[香

･
買
]
動
四

①

交
差
す
る
､
ま
じ
わ
る
｡

②

換
え
る
｡
下
二
段
カ
フ
が
四
段
に
も
活
用
し
た
こ
と
が

｢替
｣

の
字
の
借
訓
仮
名
と
し
て
の
使
用
の
中
に
認
め
ら
れ
る
｡

③

買
う
｡
物
と
物
､
ま
た
金
と
品
物
と
を
交
換
す
る
こ
と
で
､
②
か
ら
の
意
味
分
化
｡

｢考
｣

派
生
的
に
カ
ハ
ス

(四
段
)､
カ
ハ
ル

(四
段
)
が
あ
り
､
ま
た
下
二
段
に
も
活
用
す
る
｡
こ
の
四
段
の
カ
フ
に
は
､
の
ち
に
分
化
す
る

自
動
詞
的
な
①

(1
か
は
す

[易
]
①
)
の
意
と
､
他
動
詞
的
な
②

･
③
の
意
と
が
併
存
し
て
い
る
｡
買
フ
は
､
あ
る
も
の
と
他
の
物
を

交
換
す
る
こ
と
､
金
と
品
物
を
交
換
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
､
替
フ
か
ら
の
意
味
分
化
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
｡
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他
の
辞
書
類
に
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
､
(
｢買
フ
｣

は

｢替
フ
｣

か
ら
の
意
味
分
化
)
と
す
る
の
は
現
在
の
国
語
学
に
お
け
る

定
説
と
考
え
て
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
日
本
語
の

｢
か
う
｣

の
背
後
に
は
､
贈
与
交
換
か
ら
市
場
に
お
け
る
貨
幣
を
媒
介
と

し
た
商
品
交
換

へ
と
い
う
歴
史
が
潜
ん
で
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
漢
字

｢売
･買
｣

の
場
合
'
｢買
｣

は

｢貝
｣

っ
ま
り
宝
を

｢阿
｣

で
集
め
る

｢財
貨
を
取
得
す
る
｣

の
意
と
あ
り
､
ま
た

｢買
｣

が
本
来
持

っ
て
い
た
両
義
的
な
意
味
が

｢責
｣

字
の
成
立
に
よ
り

｢E貝
｣

は

｢
か

いL
t
｢責
｣
は

｢う
り
｣

へ
と
分
化
し
た
と
あ
る
｡
つ
ま
り
本
来

｢買
｣
に
は

｢う
り

･
か
い
｣

二
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
れ
と
同
様
に

｢う
り

･
か
い
｣

二
様
の
意
味
を
持
つ
漢
字
と
し
て

｢活

･
晋
｣

を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
｡

こ
の
よ
う
な

｢E貝
･
活

･
費
｣

の
例
か
ら
す
れ
ば
､
日
本
の
大
和
言
葉
の
場
合
に
お
い
て
も
､
｢
か
ふ
｣

が

｢売
り
｣

｢買
い
｣

の
二
つ
の
意

味
に
発
展
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
､
我
々
が
先
に
問
題
と
し
た
肥
後
地
方
の
方
言

｢
か
い
め
ん
に
か
う
｣

は
､
先
の
我
々
の
考
察
が
正
し
い

と
仮
定
す
れ
ば
､
正
し
-
そ
れ
だ
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
日
本
語

一
般
に
お
い
て
は

｢香
う
｣

と
い
う
言
葉
は

｢買
う
｣

に
の
み
発
展

し
､
｢売
る
｣

と
い
う
言
葉
が
こ
れ
と
は
別
な
と
こ
ろ
か
ら
売
買
の
世
界
に
や
っ
て
来
て
､
そ
こ
で
初
め
て

｢香
う
｣

か
ら

｢買
う
｣

へ
と
意
味

が
分
化
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
日
本
の
場
合
特
に
考
え
る
べ
き
は
'
漢
字
が
導
入
さ
れ
､
そ
れ
に
対
す
る
大
和
言
葉
の

｢訓
読
み
｣

が
成
立
し
た

こ
と
､
つ
ま
り
概
念
の
輸
入
と
そ
の
翻
訳
と
い
う
問
題
の
存
在
で
あ
る
｡

大
和
言
葉
の

｢う
る
｣

が
漢
字

｢責
｣

の
翻
訳
語
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
､
｢う
る
｣

と
い
う
言
葉
の
持
つ
意
味
の
幅
は

｢頁
｣

の
そ
れ
と

一
致

し
て
い
た
は
ず
で
､
逆
に
漢
字
の

｢膏
｣

を

｢う
る
｣

と
訓
読
み
し
た
と
き
､
｢う
る
｣

と

｢責
｣

と
の
間
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
内
容
の
違
い
が

あ

っ
た
の
か
が
改
め
て
問
題
と
な
っ
て
-
る
｡
そ
れ
ゆ
え
次
に
大
和
言
葉

｢う
る
｣

と
漢
字

｢売
｣

の
比
較
を
試
み
た
い
｡
そ
の
た
め
に
ま
ず

｢う
る
｣

に
つ
い
て
の
最
も
詳
し
い
説
明
を
載
せ
て
い
る
小
学
館
の

『日
本
国
語
大
辞
典
』
を
見
て
お
き
た
い
｡
今
後
の
議
論
の
た
め
に
､
説

明
の
①

･
②

･
③
-
-
を
A
･
B
･
C
-
-
と
し
､
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に

｢
か
う
｣
に
つ
い
て
も
､
そ
の
最
も
詳
し
い
説
明
を
載
せ
て
い

る
岩
波
の

『広
辞
苑
』
を
見
て
お
き
た
い
｡
こ
ち
ら
も
議
論
の
明
確
化
た
め
に
､
①

･
②

･
③
-
-
を
-
･
‥11
∴
111
-
-
と
す
る
｡
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つゝ
るABCDEF

売
る

他
ラ
五

(四
)

代
金
を
受
け
取

っ
て
品
物
や
権
利
を
他
人
に
渡
す
｡
ま
た
'
買
手
を
求
め
る
｡
販
売
す
る
｡
ひ
さ
ぐ
｡
Ⅰ
買
う

女
が
代
金
を
受
け
取

っ
て
男
に
身
を
任
せ
る
｡
ひ
さ
ぐ
｡
Ⅰ
買
う

自
分
の
利
益
の
た
め
､
属
す
る
国

･
団
体

･
仲
間
な
ど
の
所
有
物

･
情
報
な
ど
を
敵
対
す
る
側
に
渡
す
｡
信
頼
を
裏
切
る
｡

本
当
の
と
こ
ろ
を
隠
し
て
､
別
な
こ
と
を
理
由
や
目
的
だ
と
見
せ
か
け
る
｡
口
実
に
す
る
｡
か
こ
つ
け
る
｡

(｢名
を
う
る
｣

｢顔
を
う
る
｣

な
ど
の
形
で
用
い
ら
れ
る
)
自
分
の
こ
と
を
広
-
人
々
に
知
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
｡
人
の
注
意
を
引

-
よ
う
な
態
度
を
表
わ
す
｡

(E
よ
り
)
人
に
知
ら
れ
る
｡

G

L
か
け
る
｡
押
し
っ
け
る
｡
喧
嘩
を
売
る
｡
Ⅰ
買
う

用
例
と
し
て
は
A
の
み
が
平
安
初
期
で
､
B
･
C
･
D
･
E
に
は
近
世
の
､
F
･
G
に
は
近
代
の
作
品
が
あ
が
っ
て
い
る
｡

か
う

買
う

他
四

(｢香
う
｣

と
同
源
｡
交
換
す
る
意
)

1州‥‖■lVV

品
物
や
金
と
ひ
き
か
え
に
､
自
分
の
望
み
の
品
物
を
得
る
｡
交
換
す
る
｡
〔万
､
竹
取
〕

自
ら
求
め
る
｡
招
-
｡
招
き
求
め
る
｡
｢人
の
恨
み
を
-
｣

｢
け
ん
か
を
-
｣

〔徒
然
草
〕

挙
代
を
払

っ
て
芸
者

･
遊
女
な
ど
を
招
-
｡
二

代
女
〕

価
値
を
認
め
る
.
尊
重
す
る
.
｢彼
の
政
治
的
手
腕
を
-
｣

(江
戸
語
)
欺
か
れ
る
｡
口
実
を
設
け
て
欺
-
の
を

｢売
る
｣

と
い
う
に
対
し
､
そ
の
口
実
に
乗
せ
ら
れ
て
欺
か
れ
る
の
を

｢買



う
｣
と
い
う
｡
〔柳
樽
〕

Ⅴ

｢盗
む
｣
の
隠
語
｡

こ
ち
ら
の
方
も
時
間
的
な
経
緯
に
沿

っ
て
-
か
ら
.Ⅵ
と
並
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
両
者
を
比
較
す
る
と
A
と
-
､
B
と
…Ⅲ
､
D
と

V
､
E

と

.Ⅵ
､
G
と
‥tI
と
の
間
に
は
強
い
対
応
関
係
が
確
認
で
き
よ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
今
度
は
逆
に
､
岩
波
の

『広
辞
苑
』
の
方
を
中
心
に
し
て
､
小
学

館
の

『日
本
国
語
大
辞
典
』
の
項
目
を
時
間
順
に
並
べ
替
え
る
と
､
A

･G
･B
･D
･
E
の
ご
と
-
な
ろ
う
｡
B

･D
･
E
が
近
世
の
用
例

で
あ
る
こ
と
は
小
学
館
の

『日
本
国
語
大
辞
典
』
の
用
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
と
な
る
と
､
問
題
に
な
る
の
は
C

･G
で
あ
る
｡
少
な
-

と
も

『広
辞
苑
』
と
の
比
較
か
ら
､
G
の
用
例
は
か
な
り
古
い
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
次
に
参
照
す
べ
き
も
の
が
漢
字
の

｢音
｣
の
意

味
の
幅
で
あ
る
｡
諸
橋
轍
次
の

『大
漢
和
辞
典
』
Ⅰ
と

『新
漢
和
辞
典
』
H
に
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

Ⅰ

イ

代
価
を
受
け
て
物
を
与
え
る
｡
う
り
だ
す
｡
ひ
さ
ぐ
｡
あ
き
な
う
｡

ロ

欺
-
0
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ⅠⅠ

ニ ハ ロ イ ニ ハ

う
ら
ざ
る
｡
内
通
す
る
｡

ひ
ろ
め
る
｡
弘
布
す
る
｡

ひ
さ
ぐ
｡
あ
き
な
う
｡

あ
ざ
む
く
｡
だ
ま
す
｡

う
ら
ざ
る
｡
内
通
す
る
｡

ひ
ろ
め
る
｡
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ホ

て
ら
う
｡
う
り
も
の
に
す
る
｡

｢販
売
す
る
｣

の
意
の
イ
と
A
､
｢裏
切
る
｣

の
意
の
ロ
･
ハ
と
C
､
｢伝
-
し
ら
せ
る
｣

の
意
の
こ
と
E
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
｡
ま
た

｢売
る
と
き
の
し
ぐ
さ
｣

に
係
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
ホ
と
G
と
の
間
に
も
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
よ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
以
上
か
ら
､
｢う
る
｣

の
A
･
C
･
E
･
G
が
漢
字

｢音
｣

本
来
の
意
味
と
関
連
が
あ
り
､
B
･
D
･
F
は
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
二
次
的
に
派
生
し
た
も
の
と
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
｡
以
上
か
ら
結
論
と
し
て
､
漢
字
の

｢責
｣

が
輸
入
さ
れ
て
､
そ
の
翻
訳
語
と
し
て
大
和
言
葉
の

｢う
る
｣

が
成
立
し
た
と
考
え

て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
次
に

｢買
フ
｣

の
語
源
が

｢替
フ
｣

だ
と
し
て
､
｢売
ル
｣

の
語
源
の
方
を
調
べ
て
見
よ
う
｡
小
学
館
の

『日
本

国
語
大
辞
典
』
に
は

｢う
る
｣

の
語
源
説
が
､
次
の
四
つ
記
さ
れ
て
い
る
｡

①

ウ

(得
)
ル
か
ら
｡
〔和
句
解
､
東
雅
､
和
訓
葉
､
大
島
正
健

｢国
語
の
語
根
と
そ
の
分
類
｣〕

②

ウ
ア
ル

(得
有
)
の
義
｡
〔名
言
通
〕

③

ウ
ツ
ル

(転
)
の
略
｡
〔吉
元
梯
､
賀
茂
百
樹

『日
本
語
源
』
〕

④

ウ
ス
ラ
グ
の
反
｡
〔名
語
記
〕

①
説
が

一
番
有
力
の
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら

｢頁
ル
｣

と

｢得
ル
｣

と
は
､
仮
名
で
表
記
し
た
と
き
に
は
確
か
に
似
て
い
る
け
れ
ど

も
､
ア
ク
セ
ン
ト
の
点
で
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
､
①
説
に
は
疑
問
が
あ
る
｡
長
い
研
究
史
を
持
つ
問
題
に
素
人
の
私
が
思
い
付
き
を
述

べ
る
の
は
差
し
控
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
､
こ
こ
で
あ
え
て
多
少
の
考
察
を
試
み
て
お
き
た
い
｡
こ
こ
に
あ
る
③
の
賀
茂
百
樹

『日
本
語

源
』
は
昭
和
十
四
､
十
五
年
に
発
刊
さ
れ
た
も
の
､
①
の
大
島
正
健

｢国
語
の
語
根
と
そ
の
分
類
｣

は
昭
和
六
年
の
発
表
と
あ
る
｡
賀
茂
氏
の
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｢
ウ
ル
｣
の
説
明
Ⅰ
と
､
白
川
静
氏
が

『字
訓
』
(平
凡
社
刊
)
｢う
る
｣

で
述
べ
て
い
る
こ
と
H
を
次
に
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
す
る
｡

Ⅰ

膏

ウ

ル

我
に
在
る
も
の
彼
に
転

(ウ
ツ
ル
)
の
義
な
る
べ
し
｡

一
説
に
､
物
品
を
与
え
て
利
を
得
る
義
と
い
ふ
は
い
か
が
｡
買
は
品
を
与
え
て
交

換
す
る
こ
と
な
れ
ば
､
責
も
転
の
義
な
り
と
い
う
ぞ
よ
ろ
し
き
｡

H

う
る

[
売

(
育

)
]

四
段

対
価
を
え
て
､
品
物
や
権
利
な
ど
を
人
に
渡
す
こ
と
｡
目
的
の
も
の
を
獲
得
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
｢得
る
｣

と
同
義
の
語
で
あ
る
｡
-
-

｢
か
ふ
｣
は
交
換
す
る
行
為
で
あ
る
が

｢う
る
｣

は
こ
れ
と
異
質
の
行
為
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
｡

(4
)

Ⅰ
の

｢
一
説
｣
と
は
大
島
説
を
指
し
て
い
よ
う
｡
ま
た
H
の
白
川
氏
は
大
島
説
と
は
ゞ
同
じ
考
え
に
立

っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
｡

③
･賀
茂
説
は
売
買
と
交
換
と
の
間
に
介
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
を
全
て
捨
て
去
り
､
売
買
-
交
換
と
す
る
と
こ
ろ
に
立
脚
し
て
お
り
､
｢買

う
｣
が

｢香
う
｣
で
あ
る
か
ら

｢売
る
｣
も
ま
た
交
換
､
特
に
場
所
の
移
動
を
表
わ
し
て
い
る
は
ず
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
H

の
最
後
で
白
川
氏
が
指
摘
す
る

(
｢う
る
｣
と

｢
か
う
｣
と
は
異
質
な
行
為
)
は
賀
茂
説
批
判
で
､
こ
の
指
摘
は
注
目
に
値
し
ょ
う
｡
そ
れ
で
は

ど
の
よ
う
に
違
う
行
為
な
の
か
が
改
め
て
我
々
の
課
題
と
な
っ
て
-
る
｡
そ
こ
で

｢売
る
｣

と
は

｢代
金
を
受
け
取

っ
て
品
物
や
権
利
を
他
人

に
渡
す
こ
と
｣
と
定
義
し
た
上
で
､
③

･
賀
茂
説
と
①

･
大
島

･
白
川
説
の
両
方
を
検
討
し
た
い
｡

こ
の
定
義
に
照
ら
し
て
比
較
す
る
と
､
①

･
大
島

･
白
川
説
は
前
半
の

｢代
金
を
受
け
取

っ
て
｣

の
部
分
を
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
､
③

･
賀
茂
説
は
後
半
の

｢品
物
や
権
利
を
他
人
に
渡
す
こ
と
｣

を
注
目
し
た
も
の
で
､
両
説
は
重
点
の
置
き
方
に
違
い
が
あ
る
｡
前
半
が



｢買免｣とは何か 売買考

88

目
的
で
後
半
は
そ
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
す
る
と
､
目
的
の
代
金
獲
得
を
中
心
に

｢売
る
｣

と
い
う
行
為
を
考
え
た
①

･
大
島

･
白
川
説
の

(
｢得
る
｣

か
ら

｢売
る
｣

が
出
来
た
)
は

一
応
は
理
解
出
来
そ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
漢
字
の

｢費
｣

は

｢出
｣

と

｢買
｣

か
ら
出
来
て
お
り
､

(

5
)

｢膏
｣

に
は

｢出
売
｣

の
意
味
が
あ
り
､
中
国
社
会
で
は

｢責
｣

は
後
半
の
品
物
を
出
す
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
｡
そ
れ
ゆ
え
①
･

大
島

･
白
川
説
は
､
｢出
｣

を
も
っ
て

｢責
｣

の
特
徴
と
す
る
中
国
社
会
の
も
の
の
見
方
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

代
金
の
獲
得
を
重
視
す
る
こ
の
考
え
方
は
､
｢金
に
目
が
-
ら
ん
だ
｣

も
の
の
見
方
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
ま
た

｢得
る
｣

本
来
の
意
味
は

｢自
分
の
物
に
す
る
｡
手
に
入
れ
る
｣

の
は
ず
で
､
｢品
物
や
権
利
｣

を
中
心
に
考
え
れ
ば

｢得
た
｣

の
は
む
し
ろ
買
手
で
､
売
手
は

｢失

っ
た
｣

は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
①
の

(
｢売
ル
｣

の
語
源
は

｢得
ル
L

V
説
に
は
､
私
は
に
わ
か
に
従
え
ず
､
む
し
ろ

｢品
物
や
権
利
｣

を
中
心
に
考

え
て
､
｢売
る
｣

の
語
源
は
自
動
詞
の

｢失
す
｣

で
､
自
動
詞
の

｢失
す
｣

を
他
動
詞
化
し
､
｢対
価
を
得
る
｣

た
め
に
積
極
的
に
失

っ
た
状
態

を
作
り
出
す
こ
と
､
そ
の
た
め
に

｢品
物
や
権
利
を
他
人
に
渡
す
こ
と
｣､
そ
れ
が

｢売
る
｣

だ
と
私
は
思
う
｡
こ
の
点
を
最
も
よ
-
象
徴
す
る

言
葉
に
､
フ

ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
の
喫
珂

｢持

っ
て
け
､
泥
棒
｣

が
あ
る
｡

な
お
次
に
､
小
学
館
の

『日
本
国
語
大
辞
典
』
に
あ
る

｢失
せ
る

･
失
す
｣

の
語
源
説
四
つ
を
引
用
す
る
｡
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ

｢存
在

し
て
い
た
も
の
が
な
-
な
る
｣

の
意
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

①

ウ

ツ

(空
)
と
同
源

[言
元
梯
]

②

ウ
セ
は
ウ
ス

(薄
)
か
ら
出
た
詞

[僅
言
集
覧
]

③

ク
は
動
き
働
-
､
ス
は
空
し
い
意

[国
語
本
義
]

④

ウ

ツ

(秦
)
か
ら
分
化
し
た
も
の

[日
本
古
語
大
辞
典
-
松
岡
静
雄
]
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以
上
の
分
析
か
ら
A
の

｢
販
売
｣
の
意
味
の

｢売
る
｣
を
よ
り
詳
し
-
理
解
す
る
た
め
に
も
､
こ
こ
で
は
特
に

｢売
る
｣
と
い
う
言
葉
が
早

-
か
ら
C

｢裏
切
り
｣
･
E

｢弘
布
｣
･
G

｢誇
示
｣
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
｡
次
に

｢売
る
｣
の
A
･
C
･
E
･
G
の
意

味
を
中
心
に
し
て
'
｢売
る
｣
と
い
う
行
為
の
社
会
的
な
あ
り
方
を
考
え
て
行
き
た
い
｡

三

｢売
ル
｣
の
社
会
学

資
本
主
義
社
会
に
お
け
る

｢商
品
｣
と
は
､
マ
ル
ク
ス
も
い
う
よ
う
に

｢買
手
に
は
使
用
価
値
が
あ

っ
て
も
､
売
手
に
は
使
用
価
値
の
な
い
｣

こ
と
が
条
件
で
､
｢売
ル
｣
と
は
モ
ノ
を
必
要
と
し
て
い
な
い
人
の
手
か
ら
モ
ノ
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の
手
に
モ
ノ
自
身
が
移
る
こ
と
で
､
こ

こ
で
は
モ
ノ
の

｢戻
り
｣
現
象
は
前
提
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

一
方
､
経
済
人
類
学
カ
ー
ル
･
ボ
ラ
ン
ニ
ー
は

｢商
品
｣
を

｢売
る
た

め
に
作
ら
れ
た
モ
ノ
｣
と
定
義
し
直
す
こ
と
を
通
じ
て
､
生
産
の
三
要
素
と
し
て
現
在
市
場
で
取
引
さ
れ
て
い
る
労
働

･
土
地

･
貨
幣
は
､
本

(6
)

来
の
商
品
と
区
別
す
べ
き

｢擬
制
的
商
品
｣
と
し
て
い
る
｡
な
ぜ
な
ら
近
代
に
至
り
市
場
経
済
が
発
展
し
､
全
て
の
モ
ノ
が
商
品
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
､
こ
れ
ら
は
商
品
に
擬
え
て
売
買
さ
れ
る
に
至

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

土
地

=
自
然
と
は
人
間
の
生
活
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
が

｢作
ら
れ
た
｣
も
の
で
は
な
い
し
､
労
働
-
人
間
も
本
来

｢売
る
た
め
の
モ
ノ
｣

で
は
あ
り
え
な
い
｡
近
代
に
至
り
､
市
場
経
済
が
発
展
し
全
て
の
モ
ノ
が
商
品
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
､
労
働

･
土
地

･
貨
幣

も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
賃
金

･
地
代

･
利
子
を
産
み
だ
す
商
品
と
し
て
､
二
次
的

･
擬
制
的
に
売
買
の
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
現
在
の

我
々
が
こ
れ
ら
擬
制
的
商
品
の
売
買
を
問
題
に
し
得
る
立
場
に
い
る
こ
と
か
ら
､
｢売
る
｣
の
意
味
の
A
の
説
明
が
単
な
る
モ
ノ
で
は
な
-

｢権

利
や
品
物
｣
の
販
売
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
土
地
の
売
買
と
は
土
地
の
｢権
利
｣
の
売
買
で
あ
り
､
｢売
る
た
め
に
作
ら
れ
た
モ
ノ
｣

の
売
買
に
遅
れ
て
､
ま
た
そ
れ
ら
に
擬
え
て
売
買
さ
れ
る
に
至

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡
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こ
こ
で
は
､
恐
ら
-
非
市
場
社
会
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
日
本
の
古
代

･
中
世
社
会
の
土
地
売
買
の
実
態
は
何
か
?

と
い
う
難
問
か
ら

一
時

離
れ
て
'
そ
の
時
代
に
も
当
然
あ

っ
た

｢売
ル
｣
と
い
う
行
為
の
社
会
的
な
在
り
方
を
､
｢売
ル
｣
の
意
味
の
A
｢販
売
L
t
E
｢弘
布
｣t
G
｢誇

示
｣

､
C

｢裏
切
り
｣
の
順
で
､
次
に
考
え
て
行
き
た
い
｡

A
の

｢代
金
を
受
け
取

っ
て
品
物
や
権
利
を
他
人
に
渡
す
｡
ま
た
､
買
手
を
求
め
る
｡
販
売
す
る
｡
ひ
さ
ぐ
｡
｣
や
B
の

｢女
が
代
金
を
受
け

取

っ
て
男
に
身
を
任
せ
る
｡
ひ
さ
ぐ
｡
｣
に
は
､
同
じ
言
葉

｢
ひ
さ
ぐ
｣
が
挙
が
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
も
と
も
と
は

｢手
に
さ
げ
て
持
つ
｣
｢提

ぐ
｣
か
ら
来
た
も
の
で
'
｢手
に
下
げ
て
運
べ
る
も
の
を
売

っ
て
廻
る
｣
｢行
商
す
る
｣
の
意
と
な
り
､
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
行
商
人
を
指
す

｢
ひ

さ
ぎ
め
･
ひ
さ
ぎ
お
･
ひ
さ
ぎ
び
と
｣
な
ど
が
生
ま
れ
た
と
あ
る
｡
『今
昔
物
語
』
巻
第
三
十

一
の
第
三
十

一
話
に
は
､
大
刀
帯
の
陣
に
い
つ
も

魚
を
売
り
に
来
る
女
が
売

っ
て
い
た
も
の
が

｢魚
｣
で
は
な
-
実
は

｢蛇
｣
で
あ
っ
た
と
の
話
し
が
あ
り
､
同
じ
-
第
三
十
二
話
に
は
､
桶
に

入
れ
た

｢鯖
鮎
｣
を
売
る

｢
ひ
さ
ぎ
め
｣
の
酒
に
酔

っ
て
の
所
行
を
記
し
て
い
る
｡

『日
本
常
民
生
活
給
引
』
に
は

｢魚
と
大
根
?
｣
を
入
れ
た
寵
を
頭
上
に
載
せ
た
り
､
団
子
の
入
っ
た
折
敷
を
手
に
持
つ

｢
ひ
さ
ぎ
め
｣
が
画

か
れ
て
い
る
｡
頭
上
運
搬
の

｢戴
｣
の
点
で
は
､
漁
村
の
女
性
た
ち
が
と
れ
た
魚
を
頭
上
に
戴
き
､
近
-
の
農
村
や
町
場
を
行
商
す
る
風
習
は

今
も
各
地
に
残

っ
て
い
る
と
い
う
｡
ま
た

｢薪
｣
や

｢花
｣
を
商

っ
た
京
都
･大
原
の

｢大
原
女
｣
も
有
名
で
あ
る
｡
以
上
か
ら

｢
ひ
さ
ぎ
め
｣

と
は
漁
村
や
山
村
か
ら
人
里

へ
特
産
の
食
料
品
や
日
用
品
を
売
り
に
来
た
人
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡
ま
た
大
和
言
葉
の

｢
ひ
さ
ぐ
｣
に
対
応
す
る

漢
字

｢
販

･
習
｣
の
う
ち
の

｢鷲
｣
は

｢粥
｣
と

｢鼎
｣
か
ら
出
来
て
お
り
､
本
来
は

｢鼎
に
入
れ
た
粥
を
売

っ
て
廻
る
｣
の
意
と
い
う
｡
日

本
も
中
国
も
ど
ち
ら
も
共
通
し
て
食
料
品
の
販
売
で
あ
る
こ
と
が
興
味
深
い
｡

以
上
か
ら
A
の
販
売
の
意
味
の

｢う
る
｣
は
食
料
品
を
中
心
に
始
ま
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
商
品
を

｢売
る
た
め
に
作
ら
れ
た

モ
ノ
｣
と
定
義
す
る
と
､
中
世
の
職
人
た
ち
が
旅
を
し
な
が
ら
作
り
売
り
し
た
モ
ノ
は
み
な
商
品
と
な
ろ
う
｡
中
世
の

｢職
人
歌
合
わ
せ
｣
に

は
酒

･
餅

･
米

･
豆

･
麹

二
旦
腐

･
素
麺

･
魚

･
心
太

･
鰻
頭

こ
馴州物
な
ど
の
食
料
品
を
売
る
多
-
の
女
の
商
人
を
数
え
て
い
る
が
'
こ
れ
ら
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も
み
な
古
代
の

｢
ひ
さ
ぎ
め
｣
の
後
身
で
あ
ろ
う
｡
食
料
品

･
日
用
品
な
ど

｢売
る
た
め
に
作
ら
れ
た
モ
ノ
｣
の
特
徴
は
､
消
費
し
て
し
ま
え

ば
な
く
な
り
､
原
理
的
に
取
戻
し
が
不
可
能
な
点
に
あ

っ
た
｡
ま
た
B
で
女
性
が

｢色

･
春
｣
を
売
る
と
あ
る
の
も
､
こ
の
よ
う
な

一
時
的
な

消
費
に
係
わ
っ
て
い
よ
う
｡
以
上
か
ら

｢売
ル
｣
は
本
来

｢取
戻
し
｣
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

古
代
の
行
商
人
の
末
宙
に
､
寺
社
の
祭
礼
の
高
市
に
集
ま
る
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
の
よ
う
な
露
天
商
が
あ
る
｡
か
れ
ら
は
テ
キ
ヤ

･
ヤ
シ
と

も
呼
ば
れ
て
､
現
在
彼
ら
が
商
う
商
品
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
そ
ば

･
お
好
み
焼

･
た
こ
焼

･
バ
ナ
ナ
チ
ョ
コ
･
わ
た
飴

･
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
な
ど

(7
)

(た
か
ま
ち
)

の
食
料
品
で
あ
る
｡
神
埼
宣
武
氏
は

『盛
り
場
の
民
俗
史
』
で
､
江
戸
時
代
は
遊
山
好
き
な
江
戸
町
民
を
相
手
に
各
地
の
高
市
は
賑
わ
い
､
そ

こ
で
は
口
上
を
つ
け
て
売
る

｢タ
ン
カ
バ
イ
｣
や
､
が
ま
の
油
売
り
や
居
合
技
な
ど
､
口
上

･
手
品

･
刀
剣
術
な
ど
を
用
い
て
人
を
集
め
生
薬

や
医
術
書
を
売
る

｢大
ジ
メ
｣
な
ど
が
あ
っ
た
と
し
､
彼
ら
は
か
さ
ば
ら
ず
軽
量
で
壊
れ
に
-
-
腐
り
に
-
い

｢生
薬
｣

な
ど
を
商
う
の
が
本

来
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
､
食
料
品
の
販
売
は
彼
ら
露
天
商
の
歴
史
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

マ
ル
ク
ス
は

『資
本
論
』
の
最
初
の
部
分
で

｢商
品
｣
を
分
析
す
る
際
に
､
商
品
を
使
用
価
値
と
価
値
の
二
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
し

な
が
ら
､
使
用
価
値
の
分
析
の
方
は
放
棄
し
､
も
っ
ぱ
ら
問
題
を
価
値
､
つ
ま
り
交
換
価
値
の
分
析
に
集
中
さ
せ
､
商
品
形
態
を
価
値
形
態
と

し
て
捉
え
､
こ
れ
を
分
析
し
て
行

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
今
や
マ
ル
ク
ス
が
視
野
の
外
に
置
い
た
使
用
価
値
の
問
題
が
多
-
の
人
々
の
関
心

(8
)

を
呼
ん
で
い
る
｡
経
済
史
の
川
勝
平
太
氏
は
､
使
用
価
値
と
い
う
も
の
は
本
来
生
活
様
式
に
係
わ
っ
て
い
る
と
し
て
､
｢文
化
･物
産
複
合
｣
と

い
う
言
葉
を
用
い
て
こ
れ
を
説
明
し
､
今
西
錦
司
氏
の
学
問
の
影
響
下
に
商
品
の
世
界
に
も
棲
分
け
現
象
が
あ
る
と
し
､
文
化
が
違
え
ば
商
品

は
必
ず
し
も
商
品
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
し
て
い
る
｡

『貨
幣
論
』
の
著
者
で
あ
る
経
済
学
者
の
岩
井
克
人
氏
も
ま
た
､
｢資
本
主
義
｣
と

｢貨
幣
｣
と
人
々
の

｢欲
望
｣
の
三
者
の
関
係
を
論
ず
る

に
際
し
て
､
｢欲
望
｣

を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉

｢人
間
の
人
間
と
し
て
の
欲
望
は
他
者

へ
認
め
ら
れ
る
こ
と
へ
の
欲
望
で
あ
る
｣
を
引
用
し
て
論

じ
､
こ
の
よ
う
な

｢社
会
的
な
欲
望
に
は
､
他
人
を
模
倣
し
て
他
人
と
同

一
の
存
在
で
あ
る
と
認
め
て
も
ら
い
た
い
模
倣
へ
の
欲
望
と
､
他
人
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と
の
差
異
を
際
立
た
せ
て
自
己
の
独
自
性
を
認
め
て
も
ら
い
た
い
差
異
化

へ
の
欲
望
と
の
二
つ
の
形
態
が
あ
る
｣

と
し
'
さ
ら
に
前
者
の

｢模

倣

へ
の
欲
望
｣

に
つ
い
て
は

｢模
倣

へ
の
欲
望
は
､
人
々
に
､
他
人
が
既
に
所
有
し
て
い
る
モ
ノ
を
求
め
さ
せ
､
他
人
と
同
じ
よ
う
に
消
費
さ

(9
)

せ
る
で
あ
ろ
う
｣

と
述
べ
て
い
る
｡

市
場
に
お
け
る
売
買
に
お
い
て
'
売
手

･
E貝
手
は
共
に
交
換
を
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
だ
が
､
｢売
ル
｣

の
E
･
G
と
二
･
ホ
に

｢
ひ
ろ
め
る

･
て
ら
う
｣

の
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
｢売
ル
｣

行
為
と
は

｢名
を
う
る

･
顔
を
う
る
｣

場
合
と
共
通
し

て
､
も
と
も
と
買
手

一
般
に
対
し
て
挑
戦
的

･
挑
発
的
に
'
｢広
-
人
々
に
知
ら
せ
る

･
見
せ
び
ら
か
し
人
の
注
意
を
引
-

･
欲
し
が
ら
せ
る
｣

よ
う
な
行
為
で
あ

っ
た
｡
『日
本
霊
異
記
』
中
巻
の
第
十
九
話
や
第
二
二
話
で
､
｢盗
人
｣
が
盗
ん
だ

｢
お
経
｣
や

｢鋼
｣

を
市
場
で

｢街
し
売

り
き
し
-

(
見
せ
び
ら
か
し
て
)
売

っ
た
と
あ
る
の
は
そ
の
実
例
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
売
手
は

｢売
ル
｣

こ
と
を
通
じ
て
'
人
々
に

｢己
を
模
倣

せ
よ
｣

と
迫
り
､
模
倣
を
強
要
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
面
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
と
'
売
手
は
買
手
に
対
し
て
押
し
っ
け
て
買
わ
せ
よ
う
と

｢押
し
売
り
｣

を
し
た
り
､
｢買
わ
な
い
か
し

と
い
っ
て
は
買
手
に
喧
嘩
を
売
る
こ
と
さ
え
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
模
倣
の
強
要
を
本
質
と
す
る
行
為
が
市
場
特
有
の

｢
の
の
し

る
ば
か
り
の
｣

喧
騒
を
作
り
出
し
て
行

っ
た
の
で
あ
る
｡
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
模
倣
の
面
に
限
れ
ば
､
｢売
買
｣

の
た
び
ご
と
に

｢他
人
が
既
に

所
有
し
て
い
る
モ
ノ
を
求
め
､
他
人
と
同
じ
よ
う
に
消
費
し

す
る
こ
と
は
進
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
モ
ノ
を
使
う
生
活
様
式
な
ど

の
文
化
面
､
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ー
の
点
で
は
､
｢売
買
｣
と
は
売
手
の
文
化
が
買
手
に
そ
の
ま
ま
広
が
っ
て
行
-
過
程
で
あ
り
､
模
倣
は
売
れ
る
か

ぎ
り
で
実
現
さ
れ
て
行

っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
｡

一
方
､
商
品
が

｢売
る
た
め
に
作
ら
れ
た
モ
ノ
｣
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
'
E貝
手
の
側
が
い
か
に
模
倣
願
望
を
か
り
立
て
ら
れ
て
も
､
実

際
に
買
う
た
め
に
は
､
対
価
の
支
払
い
が
要
求
さ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
模
倣
願
望
の
実
現
は
こ
こ
で

一
旦
阻
止
さ
れ
､
買
手
の
側
は
そ
の
障
害
を

乗
り
越
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
モ
ノ
を
使
う
生
活
様
式
な
ど
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
ー
の
面
で
は
､
売
手
か
ら
買
手
に
向
か
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っ
て
模
倣
は
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
､
モ
ノ
そ
の
も
の
の
移
動
と
い
う
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
ー
の
面
で
は
､
対
価
の
支
払
い
が
要
求
さ
れ
､

模
倣
願
望
の
実
現
は

一
旦
阻
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え

｢売
ル
｣

と
い
う
行
為
は
'

一
方
で
は

｢己
を
模
倣
せ
よ
｣

と
模
倣
を
強
要
し

な
が
ら
､
他
方
で
そ
れ
を
禁
止
し
､
買
手
を
二
重
拘
束

･
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
状
態
､
宙
吊
り
の
状
態
に
置
-
の
で
あ
る
｡

売
買
が
共
同
体
と
共
同
体
と
の
境
に
お
い
て
始
ま
り
､
次
の
段
階
と
し
て
そ
の
売
買
が
共
同
体
の
内
部
に
持
ち
込
ま
れ
て
来
る
と
､
本
来
は

他
人
に

｢売
り
渡
す
｣

べ
き
で
な
い
も
の
も

｢売
買
｣

の
対
象
と
な
っ
て
-
る
｡
｢売
ル
｣

の
C

｢自
分
の
利
益
の
た
め
､
属
す
る
国
･
団
体
･

仲
間
な
ど
の
所
有
物

･
情
報
な
ど
を
敵
対
す
る
側
に
渡
す
こ
と
｣

お
よ
び
漢
文
の
用
例
に

｢膏
友
､
膏
主
､
膏
国
｣

な
ど
の
あ
る
ハ
の

｢う
ら

ざ
る
｣

は
､
こ
の
よ
う
な
本
来

｢売
る
た
め
に
作
ら
れ
た
モ
ノ
｣

で
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
､
商
品
交
換
の
発
展
と
共
に
売
買
の
対
象
と
な
っ
た

も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
｡

1
万
､
英
語

settの
意
味
の
広
が
り
は
､
日
本
語

｢売
ル
｣

の
意
味
の
広
が
り
に
近
い
が
､
研
究
社

『新
和
英
大
辞

典
』
に
は
C
･
ハ
の

｢う
ら
ざ
る
｣

に
対
応
す
る
項
目
と
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

a
(人

･
生
命

･
魂
な
ど
を
)
売
る
｡
売
り
渡
す
｡

b

(仲
間

･
国

･
主
義
な
ど
を
)
売
る
｡
裏
切
る
｡

C

(名
誉

･
貞
操
な
ど
を
)
売
る
｡
犠
牲
に
す
る
｡

こ
こ
で
の

｢売
ル
｣

の
対
象
が

｢人

･
命

･
魂

･
名
誉

･
貞
操

･
仲
間

･
主
義
｣

な
ど
人
々
に
と
っ
て
大
切
な
､
失
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
､

人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
直
接
係
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
｡
こ
れ
ら
の
モ
ノ
は
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
象
徴
で
あ

り
､
｢売
る
人
｣

と

｢売
ら
れ
る
｣

モ
ノ
と
の
間
に
は
､
日
本
神
話
に
あ
る

｢海
事
｣

と

｢釣
針
｣

の
よ
う
に
､
切
っ
て
も
切
れ
な
い
密
接
な
関

係
が
あ
る
｡
し
か
し
そ
う
し
た
強
い
一
体
性
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
､
あ
え
て
モ
ノ
を
売
り
払
い
､
も
う
二
度
と
取
り
返
す
こ
と
も
取
り
戻
す
こ
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と
も
出
来
な
-
な
っ
た
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は

｢裏
切
り
｣
行
為
だ
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な

｢売
ル
｣
か
ら
は
､
売
買
や
貨
幣
が

共
同
体
の
内
部
道
徳
を
破
壊
す
る
と
し
て
､
こ
れ
を
忌
避
し
､
非
難
し
て
き
た
人
々
の
心
情
を
見
て
取
る
こ
と
も
出
来
よ
う
｡

日
本
に
お
け
る

｢裏
切
る
｣
の
早
い
時
期
の
用
例
と
し
て
､
白
川
氏
が

『字
訓
』
の

｢う
る
｣
で
紹
介
し
て
い
る
も
の
に

『日
本
書
紀
』
欽

明
紀
二
十
三
年
の
次
の
記
事
が
あ
る
｡
検
討
し
て
見
よ
う
｡

(た
お
や
め
)

(は
)

婦
人
甚
だ
以
て
暫
ぢ
恨
み
て
､
従
は
ず
し
て
日
-
0

へあ
い
し
た
が
)

ふ
｡
遂
に
肯
言
は
ず
｡

(さ
き
)

(や
つ
こ
)

｢
昔

に

君
､
軽
し
-

妾

の

身
を
売
り
き
｡
今
何
の
面
目
あ
り
て
か
相
遇
は
む
｣
と
い

(
か
わ
べ
の
ム
み
に
へ
)

(う
ま
し
ひ
め
)

こ
れ
は
新
羅
の
闘
将
に

河

遺

臣

壕

岳

や

婦
人
た
ち
が
虜
に
な
っ
た
と
き
､
河
遺
臣
が
自
分
の
命
と
引
替
え
に
､
坂
本
臣
の
女
､
甘

美

媛

を

新

羅
の
闘
将
に
差
し
出
し
た
が
'
後
に
彼
女
が
河
遺
臣
の
下
に
帰

っ
て
き
た
の
で
､
臣
が
親
し
み
を
交
わ
そ
う
と
し
た
と
き
の
記
録
で
あ
る
｡
媛

は
臣
が
自
分
の
信
頼
を
裏
切

っ
た
と
し
て
､
臣
を
な
じ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
臣
が
媛
を
闘
将
に
｢売

っ
た
｣
｢戦
場
｣
で
は
､
仲
間
と
の

縁
が
切
れ
､
敵
と
の
交
渉
が
で
き
た
と
い
う
点
で
､
こ
こ
は

｢市
場
｣
と
同
じ

｢無
縁
｣
の
場
所
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
場
合

｢貨
幣
｣
は
介
在

し
な
い
が
､
｢売

っ
た
｣
こ
と
に
対
し
て
や
り
直
し
や
取
戻
し
が
出
来
ず
､
｢売
る
人
｣
と

｢売
ら
れ
た
も
の
｣
と
の
が
縁
を
切
ら
れ
､
原
状
回

復
が
不
可
能
な
こ
と
は
､
売
買
の
世
界
に
お
け
る

｢取
戻
し
権
｣
の
否
定
と
共
通
し
て
い
よ
う
｡

こ
う
し
た

｢裏
切
り
｣
行
為
は
人
々
の
間
の
相
互
的
な
信
頼
や
共
同
体
内
部
の
平
和
を
破
壊
し
､
｢人
は
人
に
対
し
て
狼
｣
と
い
う
相
互
不
信

関
係
に
人
々
を
追
い
や
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た

｢裏
切
り
｣
は
根
源
的
で
し
か
も
感
染
性
を
持

っ
た
暴
力
と
い
え
よ
う
｡
こ

の
場
合
は
実
際
の
人
身
売
買
と
は
異
な
る
が
､
人
身
売
買
の
場
合
に
お
い
て
も
､
｢売
る
人
｣
と

｢売
ら
れ
た
人
｣
と
の
関
係
の
中
に
は
､
こ
れ

と
同
じ

｢だ
ま
す
｣
｢う
ら
ざ
る
｣
の
要
素
が
存
在
し
､
売
ら
れ
た
人
は
売
買
契
約
の
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
､
奴
隷
制
度
維
持
の
た
め
の
最
初
の
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(10
)

暴
力
が
こ
こ
で
開
始
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に

｢売
ル
｣

行
為
が
人
々
の
信
頼
や
共
同
体
内
部
の
平
和
に
敵
対
し
､
共
同
体
を
解

体
に
導
-
暴
力
を
内
在
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
ょ
う
｡

さ
き
に
我
々
は

｢売
る
｣

の
語
源
は

｢失
す
｣

と
し
て
き
た
が
､
｢う
ら
ざ
る
｣

の
意
味
の
C
･
ハ
が
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
､

一
度

失

っ
た
も
の
は
も
う
二
度
と
元
に
は
戻
ら
な
い
と
い
う
原
状
回
復
の
不
可
能
性
で
あ
る
｡
こ
の
不
可
能
性
は

｢売
る
人
｣

と

｢売
ら
れ
る
｣

モ

ノ
と
を
分
か
つ

｢売
ル
｣

行
為
そ
の
も
の
の
持

つ
暴
力
性
に
よ

っ
て
い
る
｡

つ
ま
り

｢売
る
人
｣

と

｢売
ら
れ
る
｣

モ
ノ
と
の
間
に

1
体
性
が

前
提
と
な

っ
て
い
る
点
で
は
､

A
の

｢販
売
｣

の
意
味
の

｢売
ル
｣

と
､
C
の

｢裏
切
り
｣

の
意
味
の

｢売
ル
｣

に
は
共
通
性
が
あ
る
の
だ
が
､

A
の
場
合
は
モ
ノ
を
使
う
生
活
様
式
や
文
化
の
点
で
は
売
手
か
ら
買
手
に
向
か
っ
て
広
が
り
､
売
手
は
決
し
て
生
活
様
式
や
文
化
を

｢失
な
わ

な
い
｣

の
に
対
し
て
､
C
の
場
合
は

｢売
ル
｣

こ
と
で
モ
ノ
を

｢失
な
い
｣

原
状
回
復
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
｡

A
の

｢販
売
｣

の
場
合
､
｢売
ル
｣

は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
･
布
教
と
同
様
､
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
-
･
文
化
の
面
で
は
売
手
は
そ
れ
を
保
持
し
続
け
､
さ

ら
に
そ
の
支
持
者
を
増
や
し
て
い
る
関
係
に
あ
り
､
売
買
契
約
が
成
立
す
れ
ば
､
売
手
は
買
手
に
対
し
て

｢名
や
顔
を
売
る
｣

こ
と
に
成
功
し
､

買
手
よ
り
名
誉
や
支
配
力
を
勝
ち
え
た
と
な
り
､
文
化
を
共
有
す
る
共
同
体
を
考
え
る
と

｢売
ル
｣

は
共
同
体
の
拡
大
に
係
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､

C･
ハ
の

｢う
ら
ざ
る
｣

の
場
合
に
は
､
｢売
ル
｣

の
対
象
が
共
同
体
内
部
に
狭
-
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ

る
｡
む
し
ろ
C
･
ハ
の

｢う
ら
ざ
る
｣

は
共
同
体
と
外
部
と
の
接
点
で
問
題
が
発
生
し
て
い
る
点
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
､
接
点
で
起

っ
た
問

題
が
共
同
体
を
解
体
に
導
-
可
能
性
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
あ
ざ
や
か
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
議
論
か
ら
､
｢売

っ
た
人
｣

と

｢売
ら
れ
た
｣

モ
ノ
と
の

1
体
性
か
ら
､
｢売

っ
た
人
｣

が
モ
ノ
に
対
し
て
本
主
権
を
持

つ
と
す
る
の

は
､
｢売
ル
｣

と
い
う
行
為
に
は
本
来
馴
染
ま
ず
､
む
し
ろ

｢売
ル
｣

と
本
主
権
と
の
間
に
は
何
ら
の
関
連
は
な
-
､
両
者
は
敵
対
関
係
に
あ

っ

た
と
な
ろ
う
｡
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四

｢買
り
｣
と

｢替
り

･
借
ル
｣

通
説
に
よ
れ
ば
大
和
言
葉
の

｢買
ウ
｣
の
語
源
は

｢替
ウ
｣
で
あ
る
と
い
う
｡
｢買
ウ
｣

が

｢替
ウ
｣

か
ら
生
ま
れ
た
と
仮
定
す
る
と
､
売
買

(;
)

世
界
に
先
立
ち
互
酬
を
原
理
と
す
る
贈
与
交
換
の
世
界
が
存
在
し
､
売
買
世
界
は
そ
こ
か
ら
分
離
独
立
し
た
と
な
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え
売
買
世
界

の
独
自
の
構
造
は
､
｢買
ウ
｣

で
は
な
-
む
し
ろ

｢売
ル
｣
の
分
析
に
よ
っ
て
こ
そ
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら

一
｢買

免
の
概
念
｣
で

｢買
免
｣
-

｢替
免
｣
と
し
た
よ
う
に
､
｢買
ウ
｣
は

｢替
り
｣
の
世
界
と
通
底
し
て
お
り
､
二
つ
の
世
界
の
共
通
性
を
問
題
と

す
る
に
は
好
都
合
で
も
､
売
買
世
界
の
独
自
性
を
問
題
と
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
-
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
逆
に
い
え
ば

｢売
ル
｣

こ
そ
が
売
買
の

世
界
を
支
え
て
お
り
､
我
々
が
持
つ

｢売
買
｣
の
イ
メ
ー
ジ
は

｢売
ル
｣
か
ら
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

今
こ
こ
で

｢買
ウ
｣
と

｢替
ウ
｣
の
概
念
が
未
分
化
な
大
和
言
葉
の
世
界
に
お
け
る
土
地
売
買
を
想
定
す
る
と
､

1
万
に
は
貨
幣
の
支
払
い

に
よ
る

｢取
戻
し
の
な
い
売
買
｣
の
世
界
が
存
在
し
､
他
方
に
は
土
地
の
贈
与
者
-
売
主
側
が

｢
お
返
し
｣

と
し
て
受
け
取
っ
た

｢銭

･
米
｣

を
受
贈
者
=
買
主
側
に
返
せ
ば
､
元
の
所
有
者
に
当
然
土
地
は
戻
る
は
ず
だ
と
す
る

｢土
地
と
米

･
銭
と
の
交
換
｣
の
世
界
が
存
在
す
る
こ
と

に
な
る
が
､
両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り

｢買
り
｣

と

｢替
り
｣

が
未
分
化
な
世
界
に
お
い
て
は
､

売
買
の
立
場
か
ら
は

｢本
来
の
所
有
者
｣
の
取
戻
し
は
違
法
と
な
っ
て
も
､
交
換
の
立
場
か
ら
は
取
戻
し
は
当
然
と
さ
れ
､
少
な
-
と
も
買
主

側
は
売
主
側
の
買
戻
し
要
求
に
対
し
て
明
確
な
拒
否
は
出
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

日
本
中
世
の
土
地
売
買
に

｢本
銭
返
し

･
本
物
返
し
｣
と
い
う
形
式
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
対
価
と
し
て
受
け

取
っ
た

｢銭

･
米
｣
を
買
主
側
に
返
す
と
'
売
主
で
あ
る
元
の
所
有
者
側
は
土
地
の
取
戻
し
が
出
来
る
と
す
る
特
約
付
き
の
売
買
の
こ
と
で
､

事
柄
の
本
質
は

｢売
買
｣
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

｢土
地
と
米

･
銭
と
の
交
換
｣
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
近
代
的
な
売
買
の
観
念
か
ら
す

れ
ば

｢本
銭
返
し

･
本
物
返
し
｣
は
奇
異
な
売
買
と
な
る
が
､
｢買
ウ
｣
と

｢替
ウ
｣

の
概
念
が
未
分
化
な
大
和
言
葉
の
世
界
を
想
定
す
る
と
､
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こ
れ
は
充
分
に
理
解
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
ま
た
肥
後
方
面
の
方
言
と
思
わ
れ
る

｢買
免
｣
と
い
う
言
葉
が

｢売
ル
｣

か
ら
で
は
な
-

｢買

ウ
｣

か
ら
作
ら
れ
た
こ
と
も
'
こ
の
よ
う
な
大
和
言
葉
の
問
題
か
ら
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

我
々
が
問
題
と
し
て
い
る

《
為
続
法
》
に
お
い
て
は
､
｢E貝
免
｣

形
式
の
土
地
売
買
と
､
｢土
地
の
本
来
の
所
有
者
は
取
戻
し
権
を
持

つ
べ
L

L

と
す
る

｢本
主
権
｣

の
観
念
と
の
間
に
は
明
ら
か
に
密
接
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
｡
勝
俣
鎮
夫
氏
は
こ
の

｢本
主
権
｣

を

｢土
地
を
開
墾
し
土

地
に
命
を
吹
き
込
ん
だ
人
物
が
本
来
の
所
有
者
-
本
主
で
､
土
地
は
本
主
の
下
に
あ
る
の
が
正
し
い
在
り
方
と
観
念
さ
れ
た
｣

と
す
る

｢地
発

(じ
お
こ
し
)
-
開
発
｣

の
議
論
か
ら
説
明
さ
れ
､
ま
た

｢買
免
｣

形
式
の
売
買
を
土
地
の
取
戻
し
を
前
提
と
し
た

｢年
季
明
請
戻
特
約
本
銭
返

(12
)

(13
)

し
｣

と
さ
れ
た
｡
こ
の
勝
俣
説
に
対
し
て
菅
野
文
夫
氏
や
新
田

一
郎
氏
か
ら
批
判
が
相
次
い
で
い
る
が
､
こ
こ
で
は
取
敢
え
ず

｢本
主
権
｣

と

か

｢本
物
返
し
｣

が

｢売
買
｣

で
は
な
-
む
し
ろ

｢交
換
｣

と
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

(14
)

次
に

｢売
買
｣
の
世
界
に
先
立

っ
て
存
在
し
た

｢贈
与
交
換
｣

の
世
界
を
考
察
し
た
い
｡
文
化
人
類
学
の
マ
ル
セ
ル
･
モ
ー
ス
は

『贈
与
論
』

に
お
い
て
､
な
ぜ

｢贈
与
｣

に

｢
お
返
し
｣

が
伴
う
の
か
'

一
方
的
な

｢贈
与
｣
が
な
ぜ
双
方
向
的
な

｢交
換
｣

に
結
果
す
る
の
か
を
問
題
と

し
､
モ
ノ
に
は
霊
的
な
力
を
持

つ

｢
マ
ナ
｣

が
あ
り
､
貰
い
っ
ぱ
な
し
に
し
て
お
-
と

｢
マ
ナ
｣

に
崇
ら
れ
る
か
ら
だ
と
し
た
｡

つ
ま
り

｢交

換
｣

の
互
酬
制
を
支
え
て
い
る
の
は

｢
マ
ナ
｣

だ
と
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え

｢
お
返
し
｣

は

｢
マ
ナ
｣

に
圧
倒
さ
れ
て
社
会
的
な
安
定
性

を
喪
失
し
な
い
た
め
の
対
抗
措
置
と
し
て
生
ま
れ
､
｢支
払
い
手
段
｣

と
し
て
の
貨
幣
な
ど

｢
お
返
し
｣

の
品
々
に
は
､
人
に
崇
る
霊
的
な
力
を

｢浄
め
｣

る
大
き
な

｢
マ
ナ
｣

を
持

っ
た
も
の
が
選
ば
れ
た
と
い
う
｡

漢
字

｢貨
幣
｣
の

｢幣
｣

が
神
に
捧
げ
る

｢
ぬ
き
｣
で
､
貨
幣
に
よ
る

｢支
払
い
｣

に
は

｢
お
払
い
｣

の
要
素
が
あ
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
｡

こ
こ
か
ら

｢贈
与
交
換
｣
の
世
界
で
は
な
-
､
先
ず
最
初
存
在
す
る
の
は

｢贈
与
｣

の
世
界
で
､
そ
の
次
に

｢交
換
｣
の
世
界
が
成
立
し
た
と

(15
)

な
ろ
う
｡

1
万
笠
松
宏
至
氏
は

｢盗
み
｣

に
つ
い
て
の
考
察
の
中
で

｢あ
る
人
が
長
い
こ
と
身
に
つ
け
て
い
た
物
に
は
､
そ
の
所
有
者
の
魂
が

含
み
込
ま
れ
て
い
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
｣

と
し
､
モ
ノ
と
人
と
の
呪
術
的
な

一
体
性
を
主
張
さ
れ
た
が
､
こ
れ
は
モ
ー
ス
の

｢
マ
ナ
｣

の
考
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え
と
共
通
し
て
い
る
｡
勝
俣
氏
の

｢地
発
｣

論
も

｢所
有
者
と
そ
の
魂
を
含
む
所
有
物
と
の
呪
術
的
な
関
係
｣

と
い
う
モ
ー
ス
･
笠
松
説
を
踏

ま
え
た
上
で
'
土
地
売
買
と
を

｢人
と
土
地
と
の
呪
術
的
な

一
体
性
｣

と
の
関
連
で
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡

勝
俣
氏
は
土
地
売
買
の
み
な
ら
ず
､
売
買

一
般
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
人
と
モ
ノ
と
の
呪
術
的
な

一
体
性
と
の
関
連
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と

し
て
､
売
買
に
は
本
来
こ
う
し
た
呪
術
的

一
体
性
を
断
ち
き
る
た
め
の

｢浄
め
｣

が
必
要
で
あ
っ
た
と
し
た
｡
こ
の

｢浄
め
｣
と
い
う
観
点
か

(16
)

ら
､
｢市
｣

本
来
の
機
能
や
市
と
虹
の
関
係
､
あ
る
い
は
中
世
の
商
人
で
あ
っ
た
神
人
･寄
人
な
ど
を
説
明
さ
れ
た
｡
氏
の
仕
事
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
っ
た
事
柄
は
多
-
､
そ
の
功
績
は
大
き
い
の
だ
が
､
氏
の
主
張
は
､
売
買
の
世
界
を
捉
え
る
た
め
に
､

一
度
売
買
世
界
の
基
底
に
あ
る

贈
与
交
換
の
世
界
に
立
ち
返
り
'
そ
こ
か
ら
売
買
問
題
を
振
り
返
る
こ
と
に
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
の
よ
う
な
基
底
体
制

へ
の
還
元
で

は
な
-
､
売
買
世
界
そ
れ
自
身
の
独
自
の
構
造
を
考
え
る
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
ろ
う
｡

(17
)

栗
本
慎

一
郎
氏
は
贈
与
直
後
の

｢
お
返
し
｣
が

｢交
換
｣

で
､
貨
幣
や
市
場
が
介
在
す
る

｢交
換
｣

が

｢売
買
｣､
時
間
を
お
い
た

｢
お
返
し
｣

が

｢債
権
･債
務
関
係
｣
っ
ま
り

｢貸
借
｣

だ
と
し
て
い
る
｡
こ
こ
か
ら

｢貸
借
｣

や

｢売
買
｣
は

｢交
換
｣

の
一
形
態
で
､
大
和
言
葉
の

｢借

ル
･借
リ
ル
｣

と

｢替
り
｣

｢買
り
｣

は
互
い
に
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
｡
日
本
を
東
西
二
つ
に
分
け
た
と
き
､
方
言

｢
カ
ッ
タ
･

コ
ウ
タ
｣

｢
カ
リ
ル
･
カ
ル
｣

の
対
立
の
存
在
は
有
名
だ
が
､
国
立
言
語
研
究
所
の
調
査

へ
｢
カ
ッ
テ
ク
ル
｣

を

｢買
っ
て
-
る
｣

の
意
味
で
使

(18
)

う
か
'
｢借
り
て
-
る
｣

で
使
う
か
)
に
基
づ
-

『日
本
言
語
地
図

72
』
に
よ
る
と
､
山
陰
を
除
-
西
日
本
で
は

｢
カ
ッ
テ
ク
ル
｣

を

｢借
り
て

-
る
｣

の
意
味
で
使
う
の
に
､
東
日
本
と
山
陰
で
は

｢買
っ
て
-
る
｣

で
使
う
と
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
現
代
の
日
本
に
お
い
て
､
東
日
本
の
人
と
西
日
本
の
人
と
の
間
で
会
話
が
交
わ
さ
れ
た
場
合
､
｢買
う
｣
と

｢借
り
る
｣

の
間
で
混

乱
を
生
じ
る
可
能
性
は
現
実
に
存
在
し
て
い
る
｡
ま
し
て
中
世
に
お
い
て
東
国
の
鎌
倉
武
士
が
大
量
に
入
部
し
た
西
国
の
九
州
な
ど
で
は
､
｢買

う
｣

と

｢借
る
｣

の
問
題
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
現
実
に

｢買
う
｣

と

｢借
り
る
｣

と
の
間
で
混
乱
が
起
こ
っ
て
い
る
に
も
拘
ら

ず
､
現
在
我
々
が
利
用
し
て
い
る
日
本
語
の
辞
書
類
は
東
京
方
言
を
中
心
に
お
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
､
｢買
う
｣

に

｢借
り
る
｣

の
意
味
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を
挙
げ
て
い
る
も
の
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

一
方
､
諸
橋
轍
次

『大
漢
和
辞
典
』
に
は
漢
字
の

｢買
｣

を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡

イ

値
を
つ
ぐ
な
う
て
求
め
受
け
る
｡

ロ

求
め
取
る
｡
招
-
｡
得
る
｡

ハ

や
と
ふ
｡
賃
銭
を
払

っ
て
借
り
用
ひ
る
｡

漢
字
の

｢買
｣

に
ハ
の

｢借
り
る
｣

の
意
味
が
あ

っ
た
こ
と
は
大
い
に
注
目
す
べ
き
で
'
そ
の
用
例
と
し
て
は

｢買
舟

･
買
車
｣

が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
｡
｢舟

･
車
｣

な
ど
は
現
在
に
お
い
て
も
不
動
産
に
次
ぐ
か
な
り
高
価
な
商
品
で
あ
る
｡
船
釣
り
に
来
た
遊
客
や
旅
行
途
中
の
旅
人

が
､
た
び
ご
と
に
舟
そ
の
も
の
を
買
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
'

ハ
の
用
法
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
納
得
出
来
よ
う
｡
使
用
す
る
権
利
と
い
う

も
の
を
考
え
て
よ
い
な
ら
､

ハ
の
用
法
は
使
用
権
を
買

っ
た
場
合
と
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
｡

一
万
㌧
ボ
ラ
ン
ニ
ー
は
『人
間
と
経
済
』
の
｢
ア

ル
カ
イ
ッ
ク
な
社
会
に
お
け
る
等
価
｣

の
中
で
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
け
る
等
価
の
あ
り
方
を
､
恐
ら
-
同
じ
も
の
を
念
頭
に
お
い
て
で
あ

(19
)

(20
)

ろ
う
が
､
｢交
換
の
等
価
L
I
と

｢等
価
の
社
会
学
L
H
に
お
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

Ⅰ

近
代
的
解
釈
を
括
弧
に
い
れ
て
､
よ
り
明
細
に
示
す
と
す
れ
ば
､
等
価
は
､
財

(価
格
)､
サ
ー
ビ
ス

(賃
銀
)'
貨
幣
あ
る
い
は
そ
の
代

替
物
の
時
間
を
経
た
使
用

(利
子
)
､
小
船
の
船
頭
の
使
用

(雇
い
)'
土
地
と
家
屋
の
使
用

(
レ
ン
ト
)
そ
の
他
に
関
し
て
'
公
式
に
記
録

さ
れ
て
い
る
｡
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
け
る
等
価
は
'
こ
の
よ
う
に
し
て
土
地
'
家
屋
'
人
間
'
家
畜
､
小
船
の
売
却
お
よ
び
貸
与
と
い
っ
た

取
引
関
係
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
含
み
､
さ
ら
に
銀
､
大
麦
'
油
､
ブ
ド
ウ
酒
､
煉
瓦
'
銅
'
鉛
な
ど
の
代
替
物
に
関
す
る
取
引
も
含
ん
で

い
た

｡
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H

紀
元
前
15
世
紀
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
栄
え
て
い
た
都
市
ヌ
ジ
の
社
会
に
お
い
て
は
､
d
itenm
ltu
と
し
て
示
さ
れ
る
主
要
取
引
の
ひ
と
つ

は
､
土
地
､
人
間
､
家
畜
､
貨
幣
､
運
搬
具
､
そ
の
他
の
財
に
つ
い
て
の
使
用
権

(u
se
)
を
､
こ
れ
ら
の
財
の
ど
れ
か
と
自
由
に
交
換
す
る

こ
と
と
し
て
描
か
れ
る
-
-
0

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
い
て
は
､
｢財
｣

を
売
却
し
た
際
の
価
格
や

｢小
船
｣

の
使
用
料
､
｢船
頭
｣

の
賃
金
､
｢土
地
･家
屋
｣

の
使
用
料
を

｢等

価
｣

と
し
て
同
じ
言
葉

-
d
ite
コ
コ
亡tu
で
表
現
し
､
互
い
に
交
換
可
能
と
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
限
れ
ば
､
中
国
に
お
い
て
財

貨
を
購
入
す
る

(=
買
ウ
)
場
合
も
､
舟
･車
を
使
用
す
る

(
-
借
ル
)
場
合
も
共
に

｢買
｣

を
用
い
た
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
｡
｢買
｣

が
網
･

集
め
る
を
意
味
す
る

｢岡
｣

と
貨
幣
･財
貨
を
意
味
す
る

｢貝
｣

か
ら
出
来
た
文
字
で
､
｢貨
幣
を
用
い
て
財
貨
を
集
め
る
｣

の
意
味
だ
と
し
て

も
､
集
め
ら
れ
た
物
に
は
財
貨
の
み
な
ら
ず
使
用
権
も
ま
た
あ

っ
た
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
｡
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
d
iteコ
コ
utu
の
よ
う
に
｢等
価
｣

と
い
う
概
念
が
中
国
の

｢買
｣

の
も
う

一
つ
古
い
在
り
方
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
出
来
な
い
と
思
う
｡

(21
)

日
本
も
古
い
時
代
に
は
､
中
国
と
同
様

｢買
う
｣

を
ハ
の
意
味
で
用
て
い
た
例
が
あ
る
｡
古
代
律
令
時
代
の

｢賃
租
｣

の
研
究
に
よ
れ
ば
､

古
代
の

｢売
買
｣

に
は
二
種
類
あ

っ
て
､

一
つ
は
律
令
用
語
で

｢賃
租
｣

と
呼
ば
れ
た

一
年
を
限
る

｢売
｣

で
､
他
の

一
つ
は
長
期
間
に
わ
た

る

｢永
売
｣

だ
と
い
う
｡
ど
ち
ら
も
田
地

･
園
地
の
賃
貸
借
を
意
味
し
､
こ
の
売
買
に
は
講
戻
し

･
E貝
戻
し
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
､
｢賃
租
｣

は
土
地
の
使
用
料
の
支
払
い
で
､
平
安
期
の

｢詩
作
｣

や
後
世
の

｢小
作
｣

に
近
か
っ
た
と
い
う
｡
つ
ま
り
､
土
地
の
売
買
と
は
い
っ
て
も
､

そ
の
実
態
は
土
地
の
使
用
権
の
売
買
で
あ
り
､
そ
の
内
実
は
土
地
の

｢貸
借
｣

な
の
だ
と
す
れ
ば
､
｢賃
租
｣

を

｢売
買
｣
と
い
う
こ
と
も
ま
た

理
解
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

次
に
現
在
の
日
本
語
の

｢買
り
｣

と

｢借
ル
｣

に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
｡
両
者
は

｢本
屋
で
本
を
買
う
｣
｢図
書
館
で
本
を
借
り
る
｣

の

よ
う
に
用
い
､
｢本
｣

が
現
在
自
分
の
手
も
と
に
あ
り
､
自
由
に
利
用
で
き
る
状
態
に
あ
る
点
で
は
ど
ち
ら
も
同
じ
な
の
だ
が
､
｢買
っ
た
本
L
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は
自
分
の
所
有
物
な
の
に
対
し
､
｢借
り
た
本
｣

は
い
ず
れ
は
図
書
館
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
自
由
に
利
用
で
き
る
期
間
が
限
ら
れ
､
自
分

の
所
有
物
で
あ
る
か
に
見
え
て
､
実
は
そ
れ
が
仮
の
姿
で
あ
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
｡
ま
た

｢借
り
る
｣

場
合
に
は
､
使
用
料
と
し

て
幾
許
か
の
お
金
を
支
払
う
こ
と
も
あ
り
､
お
金
の
支
払
い
が
あ
る
点
で
も

｢買
り
｣

と

｢借
ル
｣

は
似
て
い
る
の
で
あ
る
｡
と
も
あ
れ
返
還

や
使
用
料
支
払
い
の
義
務
が
あ
る
の
が

｢借
ル
｣

だ
と
す
れ
ば
､
｢借
ル
｣

は

｢替
り
｣

の
一
部
と
な
ろ
う
｡

『角
川

国
語
中
辞
典
』
の

｢
か
り
る
｣

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

か
り
る

借
り
る

動
ラ
上

一
､
八
か
る

ラ
上
二

･
四
)

①

他
人
の
も
の
を

(持
ち
主
の
同
意
を
得
て
､
ま
た
は
､
使
用
料
を
払

っ
て
､
あ
る
期
間
)

一
時
的
に
自
分
の
も
の
同
様
に
使
わ
せ
て

も

ら

う

｡

②

他
人
の
も
の
の
力
や
考
え
な
ど
を
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
て
､
そ
の
助
け
を
受
け
る
｡
何
か
の
作
用
を
頼
り
と
す
る
｡

③

仮
に
他
の
も
の
の
状
態
に
な
る
｡

④

〔遊
里
語
〕
他
の
客
の
席
に
出
て
い
る
遊
女
を
､
別
の
客
が
自
分
の
方
に
呼
ぶ
｡

白
川
静

『字
訓
』
に
は

｢借
る
｣

に
つ
い
て
､
-
･自
動
詞

｢借
る
｣

の
対
義
語
は
他
動
詞
の

｢貸
す
｣

で
､
名
詞
形
は

｢仮
｣､
副
詞
形
は

｢仮
に
｣

で
あ
り
､
こ
の
言
葉
は

｢
一
般
的
な
貸
借
関
係
に
用
い
る
例
は
少
な
-

｢宿
借
る
｣

と
い
う
例
が
多
い
｡｣
ま
た
‥11
･
｢貸
す
｣

と

｢借

る
｣

の
対
比
は
､
サ
行
の
動
詞

｢移
す

･
帰
す

･
成
す
｣

な
ど
が
能
動

･
使
役
の
意
味
を
持
つ
の
に
対
し
て
､
ラ
行
の
動
詞

｢移
る

･
帰
る
｣

な
ど
が
自
動

･
被
役
の
意
味
を
持
つ
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
と
も
あ
る
｡
以
上
か
ら
､
動
詞

｢借
る
｣

の
名
詞
形
が

｢仮
｣

で
あ
る
こ
と
と
関

連
し
､
①
の

｢自
分
の
も
の
同
様
に
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
｣

状
態
が
③
の

｢仮
の
状
態
｣
と
強
-
意
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
逆
に

｢本
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采
の
所
有
者
の
下
に
あ
る
の
が
仮
で
は
な
い
真
の
状
態
｣
と
い
う
観
念
が
出
て
来
る
と
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
､
笠
松
宏
至

･
勝
俣
鎮
夫
両
氏
に
よ
っ
て
中
世
土
地
売
買
の
世
界
に
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
た

｢本
主
権
｣
の
観
念
､
つ
ま
り
土
地

が

｢本
来
の
所
有
者
｣

の
下
に
あ
る
の
が
正
し
い
在
り
方
で
､
｢本
来
の
所
有
者
｣

の
下
に
な
い
の
は

｢仮
の
姿
｣
と
す
る
の
は
､
｢売
買
｣
で

∴
二

は
な
-
む
し
ろ

｢貸
借
｣

に
お
い
て
こ
そ
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と
な
ろ
う
｡

1
万
菅
野
文
夫
氏
は
､
日
本
中
世
の
土
地
売
買
は

｢売
主
｣
が

｢作

人
｣

と
な
っ
て
売
却
地
に
留
ま
り
耕
作
を
続
け
､
｢買
主
｣

に
対
し
て
は
加
地
子
な
ど
土
地
か
ら
の
収
益
権
-

｢上
分
｣
を
支
払
う
も
の
で
､
そ

の
限
り
で

｢売
買
｣
は

｢質
入
れ
｣

と
区
別
な
-
､
｢売
主
｣
は

｢作
人
｣
と
な
っ
て
売
却
地
に
留
ま
る
こ
と
か
ら
土
地
と

一
体
と
観
念
さ
れ
､

こ
こ
か
ら

｢売
主
｣

は

｢本
主
｣

と
呼
ば
れ
た
と
し
て
勝
俣
氏
の
地
発
説
を
批
判
さ
れ
た
｡

(23
)

宝
月
圭
吾
氏
も
ま
た
'
日
本
中
世
に
お
い
て
土
地
の
売
買
と
質
入
れ
と
は
概
念
上
ほ
と
ん
ど
区
別
出
来
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
｡
菅
野
氏
の
議

論
を

｢
日
本
中
世
の
土
地
の
売
買
は
質
入
れ
と
近
い
｣

と
纏
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
､
菅
野
説
は
宝
月
説
に
近
い
も
の
と
な
ろ
う
｡
ボ
ラ

ン
ニ
ー
も
い
う
よ
う
に
土
地
そ
の
も
の
が
商
品
と
し
て
売
買
の
対
象
に
な
る
こ
と
の
方
が
異
常
だ
と
す
れ
ば
､
土
地
売
買
と
表
現
し
て
い
る
と

し
て
も
､
実
際
に
は
土
地
の
使
用
権
の
売
買
で
あ

っ
た
り
､
あ
る
い
は
土
地
の
貸
借
を
意
味
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
考
え
や
す
い
こ
と
で
あ

る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
開
発
に
よ
る
に
し
ろ
､
土
地
売
買
に
基
づ
-
に
し
ろ
､
中
世
の
農
民
た
ち
が

｢本
主
権
｣
と
い
う
土
地
に
対
す
る
強
い

権
利
を
持

っ
て
い
た
こ
と
の
方
が
､
む
し
ろ
注
目
に
値
し
ょ
う
｡

以
上
の
分
析
を
纏
め
る
と
､
｢買
り
｣

に
近
い
大
和
言
葉
の

｢替
り
｣

や

｢借
ル
｣
に
は
取
戻
し
や
原
状
回
復
の
観
念
が
強
-
認
め
ら
れ
る
と

な
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ
え

｢買
ウ
｣

に
は
'
取
戻
し
や
原
状
回
復
の
観
念
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
考
え
ら
れ
る
｡

一
方
こ
れ
ま
で
行

っ

て
き
た

｢売
ル
｣

の
考
察
を
振
り
返
る
と
､
二

｢売
ル
の
語
源
｣
で
は
､
諸
説
分
立
状
態
の
中
に
あ
っ
て

｢売
ル
｣
の
語
源
は

｢得
ル
｣
と
す

る
説
が
有
力
で
あ
る
が
､
語
源
は
む
し
ろ
｢失
ス
｣

で
あ
ろ
う
と
の
私
見
を
述
べ
､
｢売
ル
｣

と
は
積
極
的
に
手
放
す
行
為
と
し
た
｡
ま
た
三
｢売

ル
の
社
会
学
｣
で
は
､
も
と
も
と

｢売
ル
｣

と
い
う
言
葉
に
は
取
戻
し
や
原
状
回
復
の
観
念
は
な
-
､
売
買
の
世
界
に

｢売
ル
｣
が
や
っ
て
来
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て
初
め
て

｢替
り
｣

か
ら

｢買
り
｣

は
分
離
し
た
だ
ろ
う
と
し
た
｡

つ
ま
り
､
｢売
ル
｣

こ
そ
が
売
買
世
界
を
支
え
売
買
世
界
の
特
色
を
体
現
し
て
い
た
と
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
､
売
買
両
当
事
者
に
と
っ

て
売
手
の

｢売

っ
た
｣

と
い
う
言
葉
が
､
売
買
の
保
証
に
と

っ
て
特
に
重
い
も
の
と
な
り
､
買
手
は
売
手
の
そ
の
言
葉
を
覚
え
て
お
-
こ
と
に

よ

っ
て
初
め
て
､
売
買
の
効
果
は
永
続
化
し
た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
う
｡
売
手
の
言
葉
を
書
き
留
め
た
証
拠
の
品
と
し
て
の

｢売
券
｣

が

現
在
ま
で
多
-
保
管
さ
れ

･
残
さ
れ
て
い
る
の
は
､

一
つ
に
は
こ
う
し
た
日
本
語
固
有
の
問
題
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
次
の

｢売
券
の
世
界
｣

で
は
､
土
地
売
買
や

｢本
主
権
｣

の
問
題
を
再
度
取
り
上
げ
､
論
じ
て
行
き
た
い
｡

(-
)
本
稿
は

『文
化
紀
要
』
第
四
十
二
号
に
載
せ
た

｢《為
続
法
》

一
｣
の
続
編
と
し
て
執
筆
を
は
じ
め
た
も
の
で
あ
る
が
'
①
･当
初
の
予
定
を

越
え
る
分
量
と
な
っ
た
こ
と
､
ま
た
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
｢買
免
と
は
何
か
?
｣
の
問
題
も
本
稿
で
充
分
に
意
を
尽
-
せ
た
と
は
思
え
ず
､
②
･

再
度
こ
の
間
題
に
つ
い
て
別
の
角
度
か
ら
述
べ
る
べ
.き
だ
と
思
う
こ
と
､
な
ど
の
理
由
か
ら
本
稿
を

｢《為
続
法
》
二
｣
と
し
な
い
こ
と
と
し

た
｡
な
お
､
本
稿
も
前
稿
と
共
に

『文
化
紀
要
』
第
三
十
九
号
に
載
せ
た
拙
稿

三
相
長
氏
法
度
』
の
研
究

(
一
)｣
に
対
す
る
書
き
直
し
作
業

の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
た
い
｡

(2
)
佐
藤
進

一
他
編

『中
世
法
制
史
料
集

第
三
巻
武
家
家
法
Ⅰ
』

一
九
六
五
年

岩
波
書
店

(3
)
｢中
世
に
お
け
る
土
地
売
E貝
と
質
契
約
｣
『史
学
雑
誌
』
第
九
三
編
九
号

一
九
八
四
年

(4
)
白
川
静
氏
は

『字
訓
』
｢あ
き
な
う

(商
)｣
に
お
い
て
も
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
∃
あ
き
な
う
』
は
収
穫
物
の
直
接
的
な
交
換
で
あ
っ

て
'
な
お
売
買
関
係
で
は
な
い
｡
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
代
償
を
得
､
代
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
買
う
の
で
あ
る
か
ら
､
売
買
も
な
お
国
語
に
お
い

て
は
直
接
的
な
交
換
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
｡
そ
の
『得
る
』
『代
ふ
』
が
『売
る
』
『買
ふ
』
と
い
う
観
念
に
移
行
し
た
段
階
に
お
い
て
『秋

な
う
』
が

『商
う
』
に
な
っ
た
と
み
て
よ
い
｡
｣

(5
)
穀
を
意
味
す
る

｢招
｣
と

｢出
｣
と
を
合
わ
せ
て

｢う
り
よ
ね
｣
を
意
味
す
る

｢擢
｣
が
で
き
､
逆
に

｢
か
い
よ
ね
｣
は

｢擢
｣
で
あ
る
こ
と

も
参
考
に
な
ろ
う
｡

近
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(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(10
)

(〓
)

(12
)

(13
)

(14
)

(15
)

(16
)

(17
)

(18
)

(19
)

(20
)

(21
)

(22
)

(23
)

玉
野
井
芳
郎
､
平
野
健

一
郎
編
訳

『経
済
の
文
明
史
』

一
九
七
五
年

岩
波
新
書

丁
九
九
三
年

『日
本
文
明
と
近
代
西
洋
』

N
H
K
ブ
ッ
ク
ス

一
九
九

一
年

｢
キ
ャ
ベ
ツ
人
形
の
資
本
主
義
｣

『ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
の
資
本
論
』
筑
摩
書
房

一
九
八
五
年

所
収

拙
稿

｢人
身
売
買
文
書

《
て
ん

か
う
》
文
言
の
研
究
｣

『文
化
紀
要
』
第
三
十
号

一
九
八
九
年

ボ
ラ
ン
ニ
ー
は

｢交
易
｣

と

｢市
場
｣

と

｢貨
幣
｣

と

が
別
々
な
起
源
を
持
つ
と
し
て
､
｢市
場
｣

を
媒
介
と
す
る
物
々
交
換
･商
品
交
換
と

は
別
に
､
非
市
場
社
会
に

お
け
る
｢
再

分
配
｣

の
原

理
を
明
ら
か
に
し
､
｢交
易
｣

や

｢貨
幣
｣

の

方
が

｢市
場
｣

に
先
立
つ
と
し
て
い
る
｡

し
か
し
こ
れ
は
日
本
史
学
の
常
識
と
異
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
理
由
は
､
例
え
ば
縄

文
時
代
の
ロ

ン
グ
ハ
ウ
ス
や
｢

公
｣

の
訓
読
と
な
っ
た
｢大

宅
-
オ
ホ
ヤ
ケ
｣

が

｢再
分
配
｣

の
た
め
の
施
設
で
あ
る
こ
と
の
証
明
さ
え
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

｢地
発
と
徳
政
l

挟
｣

『戟
国
法
成

立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
七
九
年

所
収

『日
本
中
世
の
社
会
と

法
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
五
年

『社
会
学
と
人
類
学
Ⅰ
』
弘
文
堂

1
九
七
三
年

所
収

網
野
善
彦
､
石
井
進
､
笠
松
宏
至
､
勝
俣
鎮
夫

『中
世
の
罪
と
罰
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
三
年

所
収

｢売
買
質
入
れ
と
所
有
観
念
｣

『日
本
の
社
会
史

第
四
巻
』
岩
波
書
店

一
九
八
六
年

所
収

栗
本
慎

一
郎
編
著

『経
済
人

類
学
を
学
ぶ
』
有
斐
閣
選
書

一
九
九
五
年

｢貸
す

･
借
り
る

･
か
っ
て
-
る
｣

柴
田
武

『日
本
の
言
語
学

第
六
巻
方
言
』
大
修
館

7
九
七
八
年

所
収

玉
野
井
芳
郎

･
栗
本
慎

一
郎
訳
『

人
間
の
経
済

Ⅰ
』
岩
波
現
代
選
書

一
九
八
〇
年

二
二
八
百

同
右

一
四
二
､

一
四
三
頁

吉
村
武
彦

『日
本
百
科
事
典
』
平
凡
社

｢中
世
に
お
け
る
土
地
売
買
と
質
契
約
｣

『史
学
雑
誌
』
第
九
三
編
九
号

｢醍
醐
寺
行
樹
院
澄
恵
売
券
と
そ
の
背
景

｣

『醍
醐
寺
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
九
八
四
年

≡


