
「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

「
カ
イ
ロ
団
長
」

周
辺
考

「
カ
イ
ロ
団
長
」
は
宮
津
賢
治
の
童
話
で
、
数
あ
る
生
前
未
発
表
作
の
一

つ
で
あ
る
。
草
稿
に
は
「
動
物
管
内
話
集
中
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
他

に
同
じ
書
き
込
み
が
あ
る
の
は
「
ツ
ェ
ね
ず
み
」
と
「
蛙
の
ゴ
ム
靴
」
で
あ

ヲ
匂
。

「
カ
イ
ロ
団
長
」
は
こ
れ
ま
で
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
さ

ら
に
そ
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
ち
く
ま
文
庫
版
解
説
で
「
デ
ウ
ス
エ
ク
ス
マ

キ
ナ
」
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
自
体
評
価
さ
れ
に
く
い
現

状
が
あ
る
。
本
稿
の
主
た
る
目
的
は
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
研
究
の
前
提
と
な

る
、
作
品
周
辺
の
考
察
と
す
る
。

タ
イ
ト
ル
に
取
ら
れ
て
い
る
「
カ
イ
ロ
団
長
」
は
、
作
中
で
と
の
さ
ま
が

え
る
が
自
称
す
る
名
で
あ
る
。
こ
の
「
カ
イ
ロ
」
と
い
う
語
は
ど
こ
か
ら
来

車員

雅

1吉、j

，二主，

= EE 

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
赤
羽
学
は
、
「
『
カ
イ
ロ
』
は
、
三
十

疋
の
あ
ま
が
え
る
と
と
の
さ
ま
が
え
る
の
話
で
あ
る
か
ら
、
か
え
る
を
方
言

風
に
抗
っ
て
『
カ
イ
ロ
』
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
赤
羽
氏
は

「
カ
イ
ロ
」
の
語
に
注
を
付
し
、
「
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
『
か
い
ろ
』
の

条
に
、
『
銀
の
匙
』
〈
中
勘
助
〉
前
一
二
一
『
か
い
ろ
が
鳴
い
た
か
ら
か
あ
い

ろ
』
の
例
が
あ
が
る
」
と
し
て
い
る
。

宮
津
の
作
品
で
あ
る
「
イ
|
ハ
ト
l
ボ
農
学
校
の
春
」
で
は
、
「
カ
イ
ロ

男
爵
だ
っ
て
早
く
上
等
の
絹
の
フ
ロ
ッ
ク
を
着
て
明
る
い
と
こ
へ
飛
び
出
す

が
い
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
一
文
で
「
カ
イ
ロ
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

な
ぞ
り

こ
れ
は
蛙
の
体
表
が
陽
光
に
照
ら
さ
れ
輝
く
さ
ま
を
、
絹
の
輝
き
に
準
え
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
カ
イ
ロ
」
が
「
娃
」
の
意
味
で
あ
る

と
推
測
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。

た
だ
し
、
赤
羽
氏
の
挙
げ
て
い
る
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
中
の
中
勘
助
は

東
京
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
さ
ら
に
岩
手
の
方

言
で
は
、
蛙
の
こ
と
を
「
び
つ
き
」
と
い
い
、
「
か
い
ろ
」
と
は
言
わ

116 



な
い
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
蛙
を
「
か
い
ろ
」
と
い
う
方
言

と

め

ぐ

ん

ふ

げ

し

ぐ

ん

や

江

ぎ

だ

む

ら

き

ゅ

う

で

ん

は
|
|
宮
城
県
登
米
郡
、
石
川
県
鳳
至
郡
柳
田
村
久
田
、
岐
阜
県
、
一
二

み

な

み

む

ろ

ぐ

ん

お

の

だ

に

む

い

り

み

は

み

あ

ま

べ

ぐ

ん

重
県
南
牟
婁
郡
相
野
谷
村
、
大
分
県
南
海
部
郡
に
|
|
あ
る
が
、
岩
手

で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
で
の
「
カ
イ
ロ
」
を
方
言

風
な
批
り
と
断
定
す
る
の
は
速
断
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
は
他
の
可
能
性
も
提
示
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
「
カ
イ
ロ
団

長
」
の
「
カ
イ
ロ
」
は
、
「
カ
エ
ル
」
を
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
風
に
改
変
し
た
と

考
え
る
も
の
だ
。
蛙
を
そ
の
ま
ま
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
に
直
す
と
、

R
Eロ0
.. 

ま
た
は
〆
ロ
CHac--

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
先
ず
置
い
て
お
く
。
エ
ス

ペ
ラ
ン
ト
語
で
は
、
名
詞
が
R
0
3
の
音
で
終
わ
る
。
そ
の
為
「
カ
エ
ル
」

は
「
カ
エ
ロ
」
と
な
る
。
ま
た
、
最
後
か
ら
二
番
目
の
音
に
ア
ク
セ
ン

ト
が
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
カ
エ

l

ロ
」
に
近
い
形
を
経
て
「
エ
」
が

「
イ
」
に
転
説
、
「
カ
イ
ロ
」
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
津
は
『
改
造
』

一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
八
月
号
の
「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
研
究
」
特
集
記

お

事
を
読
む
な
ど
し
、
独
習
を
始
め
た
と
さ
れ
b
為
、
時
期
的
に
も
お
か
し
く

、L

、。
ふ
'
白
白
'
し
u

・
蛙
た
ち
の
名
前
は
個
性
的
で
あ
る
。
作
中
の
あ
ま
が
え
る
の
名
「
ビ
チ
ュ

コ
」
も
「
蛙
」
を
岩
手
の
方
言
に
し
た
「
び
つ
き
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
こ
と
は
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
チ
ェ
ッ
コ
」
に
つ
い
て

は
、
計
算
す
る
様
子
か
ら
、
「
照
合
す
る
」
の
意
を
持
つ
「
口
F
2
w」
が
基

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
“
。
こ
こ
で
も
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
風
改
変
説
を
用
い
る
こ

と
で
、
「
び
つ
き
」
か
ら
「
ビ
チ
ュ
コ
」
へ
、
「
与
田
口
付
」
か
ら
「
チ
ェ
ッ
コ
」

「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

へ
の
改
称
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
説
明
示
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と

も
、
名
前
に
関
し
て
は
単
に
「

1
こ
」
と
つ
け
る
慣
習
が
あ
っ
た
為
と
も
考

え
ら
れ
る
。
「
さ
い
か
ち
淵
」
で
「
舜
こ
が
「
し
ゆ
っ
こ
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
よ
う
に
、
宮
津
に
と
っ
て
力
み
の
な
い
命
名
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
つ
目
は
「
娃
露
」
つ
ま
り
蓮
の
葉
の
上
の
露
と
か
け
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
「
人
の
世
や
命
の
は
か
な
い
こ
と
、
人

の
死
、
ま
た
は
そ
れ
を
悲
し
む
涙
な
ど
に
い
う
。
中
園
、
漢
代
の
田
横
が
自

殺
し
た
と
き
、
そ
の
門
人
た
ち
の
悲
し
み
の
歌
の
中
に
こ
の
語
が
あ
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
、
葬
送
の
時
に
う
た
う
歌
、
す
な
わ
ち
挽
歌
の
意
に
も
い
う
」
と

あ
る
。
と
の
さ
ま
が
え
る
が
「
カ
イ
ロ
団
長
」
と
し
て
権
勢
を
ふ
る
え
た
時

間
の
短
さ
は
悲
劇
的
で
あ
る
。
あ
ま
が
え
る
が
と
の
さ
ま
が
え
る
を
笑
っ
た

ま
ま
で
結
末
を
迎
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
が
悲
し
み
を
湛
え

て
い
る
点
は
間
違
い
が
な
い
。

作
品
の
主
な
登
場
人
物
は
、
あ
ま
が
え
る
と
、
と
の
さ
ま
が
え
る
で
あ

る
。
蛙
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
な
ぜ
採
用
さ
れ
た
の
か
。
次
に
蛙
に
関
す
る
も

の
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
荘
子
「
秋
水
第
十
七
」
に
は
こ
う
あ
る
。

ヴーー
唱

E
i

(
原
文
)
井
義
不
可
以
語
於
海
者
、
拘
於
虚
也
。
夏
最
不
可
以
語
於
泳

者
、
篤
於
時
也
。
曲
士
不
可
以
語
於
道
者
、
束
於
教
也
。

か
か
わ

(
訓
読
文
)
井
竃
の
以
て
海
を
語
る
可
か
ら
ざ
る
者
は
、
虚
に
拘
れ
ば

な
り
。
夏
虫
の
以
て
氷
を
語
る
可
か
ら
ざ
る
者
は
、
時
に
篤
け
れ
ば

な
り
。
曲
士
の
以
て
道
を
語
る
可
か
ら
ざ
る
者
は
、
教
え
に
束
ね
ら



「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

る
れ
ば
な
り
。

(
現
代
語
訳
)
井
の
中
の
蛙
に
海
の
こ
と
を
話
し
て
も
仕
方
が
な
い
と

い
う
の
は
、
蛙
が
狭
い
自
分
の
住
処
に
な
ず
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
夏

の
生
命
し
か
持
た
な
い
虫
に
氷
の
こ
と
を
話
し
て
も
仕
方
が
な
い
と

い
う
の
は
、
夏
の
虫
が
自
分
の
生
き
て
い
る
わ
ず
か
な
時
だ
け
を
全

て
と
信
じ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
見
識
の
狭
い
人
物
に

大
道
の
こ
と
を
話
し
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
の
は
、
彼
が
世
間
的

な
教
え
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

周
知
の
「
井
の
中
の
蛙
」
の
出
典
で
あ
る
が
、
同
じ
大
正
期
に
芥
川
龍
之

介
の
書
い
た
「
蛙
」
(
一
九
一
七
)
の
場
合
も
似
た
意
味
で
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
蛙
に
は
井
娃
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま

「
カ
イ
ロ
団
長
」
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
日
頃
楽
し
い
仕
事
を

す
る
生
活
に
あ
る
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
、
そ
の
生
活
の
外
に
あ
る
搾
取
者
の

存
在
を
知
ら
な
い
。
そ
ん
な
彼
ら
が
と
の
さ
ま
が
え
る
の
底
に
足
を
踏
み
入

れ
た
時
ど
う
な
る
の
か
。
作
品
に
は
井
か
ら
出
た
蛙
の
体
験
が
描
か
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
宮
津
は
童
話
「
度
十
公
園
林
」
の
よ
う
に
、
も
の
を
知
ら
な

い
人
聞
が
大
き
な
仕
事
を
す
る
「
イ
ワ
ン
の
ば
か
」
式
の
作
品
を
書
い
て
い

る
。
従
っ
て
、
井
か
ら
出
た
岐
を
懲
ら
し
め
る
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
意
図
が

あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

草
野
心
平
は
宮
津
の
死
後
、
全
集
の
出
版
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

草
野
は
蛙
に
関
す
る
詩
を
多
く
残
し
て
い
る
。
宮
津
と
の
直
接
の
対
面
は

な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
生
前
に
書
簡
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
『
第
百
階
級
』

(
一
九
二
八
)
は
宮
津
の
生
前
に
発
表
さ
れ
て
い
る
草
野
の
詩
集
で
あ
る
。

他
に
『
明
日
は
天
気
だ
』
等
あ
る
が
、
蛙
を
主
題
に
し
た
詩
集
で
は
な
い
。

大
正
期
に
書
か
れ
た
、
『
銅
線
一
』
「
失
恋
者
と
蛙
」
、
『
銅
線
二
』
の
「
青

い
水
た
ん
ぽ
」
、
『
紀
元
』
の
「
春
・
人
物
と
蛙
の
風
景
」
と
、
『
第
百
階

級
』
が
や
は
り
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
佐
藤
泰
正
編
『
宮
沢
賢
治
必
携
』

(
一
九
八
一
)
で
は
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
の
項
に
「
現
存
草
稿
の
執
筆
は
大
叩

あ
る
い
は
大
口
か
」
と
あ
る
よ
う
に
、
執
筆
時
期
と
そ
の
推
定
の
根
拠
は
定

か
で
は
な
い
。
草
野
の
作
品
か
ら
の
影
響
を
断
定
す
る
こ
と
は
、
現
時
点
で

は
難
し
い
。
た
だ
、
以
下
の
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

草
野
心
平
全
集
第
一
巻
『
第
百
階
級
』
二
六
頁
二
八
頁
に
は
、
「
蛙
は

地
べ
た
に
生
き
る
天
国
で
あ
る
」
と
い
う
詩
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
カ
イ
ロ
団
長
」
で
、
蛙
た
ち
が
楽
し
く
仕
事
を
し
、
そ
の
楽
し
い
仕
事
に

戻
っ
て
終
わ
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
序
と
「
秋
の
夜
の
会
話
」

の
間
に
あ
る
前
書
き
部
分
に
も
「
蛙
は
で
っ
か
い
自
然
の
讃
嘆
者
で
あ
る
/

蛙
は
ど
ぷ
臭
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
ト
で
あ
る
/
蛙
は
明
朗
な
ア
ナ
ル
シ
ス
ト
/

地
べ
た
に
生
き
る
天
国
で
あ
る
」
と
あ
り
、
宮
津
に
影
響
し
た
と
ま
で
は
言

え
ず
と
も
、
貴
重
な
、
当
時
の
作
家
の
蛙
観
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
ト
」
つ
ま
り
無
産
階
級
と
い
う
語
は
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
に

そ
の
ま
ま
当
て
は
め
て
み
る
こ
と
も
出
来
る
。
「
カ
イ
ロ
団
長
」
で
は
、
あ

ま
が
え
る
達
に
加
え
、
と
の
さ
ま
が
え
る
も
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
で
は
な

い
。
と
も
あ
れ
、
『
第
百
階
級
』
は
「
カ
イ
ロ
団
長
」
研
究
に
お
い
て
示
唆
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に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

登
場
す
る
娃
に
は
、
あ
ま
が
え
る
と
、
と
の
さ
ま
が
え
る
の
二
種
類
が
あ

る
。
と
の
さ
ま
が
え
る
は
あ
ま
が
え
る
を
捕
食
す
る
こ
と
も
あ
る
生
物
で
あ

り
、
そ
れ
が
カ
イ
ロ
団
長
と
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
関
係
性
に
そ
の
ま
ま
影
響

し
て
い
る
。
ま
た
、
童
話
の
初
め
に
、
あ
ま
が
え
る
が
「
蟻
の
公
園
地
」
を

仕
上
げ
て
い
る
こ
と
、
王
様
の
「
鳥
の
国
へ
引
き
渡
す
」
と
い
う
刑
罰
に
も

注
意
し
て
お
き
た
い
。
あ
ま
が
え
る
は
本
来
捕
食
す
る
は
ず
の
蟻
を
食
べ
ず

に
、
公
固
ま
で
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
作
に
も
、
賢
治
の
他
の
童
話
と

同
じ
よ
う
に
捕
食
、
被
捕
食
の
テ
l
マ
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
カ
イ
ロ
団
長
」
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
「
『
米
騒
動
』
と
し
て
全
国
に

波
及
す
る
に
至
っ
た
寸
前
の
姿
さ
え
、
偲
ば
せ
る
も
の
が
あ
る
」
(
続
橋
達

雄
)
、
「
団
長
は
さ
し
あ
た
り
零
細
農
を
し
ぼ
り
上
げ
る
地
主
で
あ
る
」
(
小

沢
俊
郎
)
等
の
、
当
時
の
社
会
状
況
に
基
づ
い
た
先
行
研
究
が
あ
る
。
し
か

し
、
「
偲
ば
せ
る
」
や
「
さ
し
あ
た
り
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
言
及
す
る
に

止
ま
り
、
い
ず
れ
も
正
確
な
考
証
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。

私
見
で
は
、
監
獄
部
屋
、
あ
る
い
は
北
海
道
開
拓
に
お
け
る
タ
コ
部
匡
こ

そ
「
カ
イ
ロ
団
長
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
か
ま
で
特
定
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
が
、
そ
の
労
働
の
様
が
作
品
と
似
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推

察
し
た
。
以
下
は
タ
コ
部
屋
に
つ
い
て
書
か
れ
た
資
料
で
あ
る
。

「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

タ
コ
労
働
が
北
海
道
開
発
の
主
軸
に
な
っ
た
。
タ
コ
部
屋
は
、
明
治

二
十
三
年
(
一
八
九

O
)、
北
炭
経
営
の
石
炭
輸
送
鉄
道
室
蘭
線
の
工

事
で
発
生
(
中
略
)
大
正
期
に
最
盛
期
を
迎
え
(
中
略
)
タ
コ
部
屋

よ
り
「
監
獄
の
方
が
ま
だ
ま
し
だ
」
と
言
っ
て
、
監
獄
志
願
の
殺
傷

事
件
さ
え
発
生
し
た
。
拘
禁
さ
れ
、
十
四
時
間
以
上
も
棒
頭
(
幹
部
)

に
「
追
い
回
さ
れ
」

(
中
略
)

「
高
賃
金
と
前
借
金
支
給
」
で
失
業
者
な
ど
を
釣
り

こ
の
資
料
で
見
ら
れ
る
、
「
監
獄
の
方
が
ま
だ
ま
し
だ
」
と
い
う
点
は
、

あ
ま
が
え
る
が
「
み
ん
な
や
け
糞
に
な
っ
て
叫
び
ま
し
た
。
『
ど
う
か
早
く

警
察
へ
や
っ
て
下
さ
い
。
シ
ユ
ツ
ポ
ン
、
シ
ユ
ツ
ポ
ン
と
聞
い
て
い
る
と
何

だ
か
面
白
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
』
」
と
い
う
点
と
繋
が
る
。
さ
ら
に
幹
部

の
棒
頭
と
い
う
語
は
と
の
さ
ま
が
え
る
が
棒
を
持
っ
て
あ
ま
が
え
る
た
ち
の

頭
を
た
た
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、
「
前
借
金
支
給
」
は
ま
さ
に

と
の
さ
ま
が
え
る
が
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲
ま
せ
続
け
た
手
法
で
あ
る
。

文
献
を
当
た
る
と
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
と
同
じ
労
働
形
態
で
も
、
そ
れ
ぞ

れ
用
い
る
語
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
タ
コ
部
屋
」
の
語
を
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
で
引
く
と
、
「
第
二
次
世
界
大
戦
前
、
北
海
道
や
樺
太
の
炭
鉱

に
み
ら
れ
た
飯
場
制
度
。
労
働
者
を
飯
場
に
収
容
し
て
、
重
労
働
を
強
制
し

た
も
の
。
飯
場
に
入
っ
た
ら
、
た
こ
つ
ぼ
の
タ
コ
の
よ
う
に
抜
け
ら
れ
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
い
う
し
と
あ
る
。
井
伏
鱒
二
『
駅
前
旅
館
』
(
一
九
六

O
)
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「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

の
一
節
「
こ
の
味
山
田
と
い
う
人
は
、
た
こ
部
屋
の
親
方
だ
と
い
う
こ
と
で

し
た
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
監
獄
部
屋
」
に
つ
い
て
は
、
「
(
監

獄
の
よ
う
に
、
一
度
は
い
る
と
容
易
に
ぬ
け
出
ら
れ
ず
、
ま
た
扱
い
が
冷
酷

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
)
鉱
山
・
鉄
道
工
事
な
ど
の
人
夫
部
屋
。
明
治
・
大

正
時
代
に
、
労
働
が
親
方
の
手
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
こ
ろ
に
存
在
し
た
」

と
あ
る
。
引
用
と
し
て
江
口
換
『
彼
と
彼
の
内
臓
』
(
一
九
二
七
)
「
何
度
も

ぽ
ん
引
き
に
引
っ
懸
っ
て
北
九
州
の
炭
坑
の
監
獄
部
屋
へ
売
ら
れ
た
事
や
」

と
、
徳
田
秋
声
『
縮
図
』
(
一
九
四
一
)
素
描
・
五
「
監
獄
部
屋
で
も
脱
出

す
る
や
う
な
気
持
で
」
と
い
う
文
章
が
同
書
に
載
っ
て
い
る
。
「
土
工
・
土

功
」
で
は
「
②
土
木
工
事
な
ど
に
従
事
す
る
労
働
者
。
各
明
六
雑
誌
二
ハ

号
・
知
説
二
〈
西
周
〉
『
鉄
工
あ
り
銅
工
あ
り
漆
工
あ
り
土
工
あ
り
、
以
て

能
算
、
工
を
全
う
す
』
よ
泡
程
〈
高
村
光
太
郎
〉
冬
の
詩
・
三
『
土
工
よ
、
人

足
よ
、
職
工
よ
』
恭
嬰
児
ご
ろ
し
〈
山
本
有
三
〉
『
ふ
ム
、
で
、
お
ま
え
が

土
工
に
な
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
か
』
」
と
あ
る
。
「
土
工
」
の
語
を
用
い
る

『
冬
の
詩
』
は
一
九
一
三
(
大
正
二
)
年
、
『
嬰
児
ご
ろ
し
』
は
一
九
二

O

(
大
正
九
)
年
の
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
タ
コ
部
屋
」
や
「
監
獄
部
屋
」
の

語
は
『
彼
と
彼
の
内
臓
』
の
一
九
二
七
(
昭
和
二
)
年
を
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
だ
。
「
カ
イ
ロ
団
長
」
が
一
九
一
一
一
(
大
正
十
)
年
ま
た
は

一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
の
作
で
、
か
つ
「
監
獄
部
屋
」
「
タ
コ
部
屋
」

を
描
い
た
作
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
監
獄
部
屋
」
の
語
自
体
は
用
い
ず
と
も
、

題
材
に
し
た
の
は
比
較
的
早
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
新
聞
集
録
大
正
史
第
十
五
巻
』
は
一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
の
新
聞

記
事
を
記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
六
月
二
十
三
日
付
大
阪
朝
日
新
聞

(
現
朝
日
新
聞
西
日
本
地
区
の
旧
題
)
に
「
死
よ
り
苦
し
い
髄
験
に
泣
暮
ら

す
『
監
獄
部
屋
』
欺
か
れ
て
都
合
か
ら
捜
れ
る
敗
者
」
と
の
見
出
し
で
記
事

が
載
っ
て
い
る
。

東
京
本
所
入
江
町
市
営
労
働
職
業
紹
介
所
の
曾
山
義
彦
氏
は
、
先
月

来
東
北
地
方
の
監
獄
部
屋
土
工
人
夫
の
虐
げ
ら
れ
た
生
活
状
態
の
視

う
え
つ
ほ
〈
せ
ん
お
り
わ
た

察
に
出
か
け
た
が
、
中
で
も
有
名
な
羽
越
北
線
折
渡
し
鉄
道
工
事
現

う

え

つ

な

ん

せ

ん

い

な

わ

し

ろ

場
、
羽
越
南
線
、
猪
苗
代
水
電
、
鬼
怒
川
水
電
等
四
箇
所
二
千
二
百

人
の
悲
惨
な
現
状
を
調
べ
て
来
た
。

し
よ
う

監
獄
部
屋
は
又
の
名
を
地
獄
部
屋
と
も
橋
さ
れ
文
字
通
り
普
通
の

人
の
寄
り
つ
け
も
せ
ぬ
恐
ろ
し
い
世
界
だ
。

(
中
略
)

監
獄
部
屋
の
土
工
人
夫
は
全
部
東
京
、
大
阪
、
横
漬
等
大
都
舎
に
失

業
し
て
途
方
に
暮
れ
た
人
が
非
常
な
巧
妙
な
手
段
で
欺
か
れ
回
相
さ
れ

て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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「
監
獄
部
屋
」
の
名
で
西
日
本
の
人
に
は
周
知
さ
れ
た
と
わ
か
る
。
た
だ

し
、
あ
ま
が
え
る
た
ち
は
失
業
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
作
品
を
論
じ

る
資
料
と
し
て
は
遠
い
だ
ろ
う
。
七
月
二
十
五
日
東
京
日
日
新
聞
(
現
毎
日

新
聞
東
日
本
地
区
の
旧
題
)
に
は
「
監
獄
部
屋
の
記
事
を
読
ん
だ
北
海
道
の

某
駅
員
の
手
紙
」
と
い
う
見
出
し
が
あ
る
。
同
紙
の
十
八
日
第
一
六
四
五
四



号
九
面
に
も
監
獄
部
屋
に
つ
い
て
の
記
事
が
載
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
対
す

る
読
者
の
反
応
が
書
か
れ
て
い
る
。

東
北
地
方
に
お
け
る
土
木
工
事
請
負
者
の
人
夫
虐
待
に
関
す
る
所

謂
監
獄
部
屋
の
記
事
は
、
多
数
読
者
の
全
く
意
外
と
す
る
慮
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
其
後
い
ろ
/
¥
同
情
の
手
紙
を
寄
せ
ら
れ
た
が
、
こ
と

に
北
海
道
の
一
鉄
道
従
事
員
は
日
々
此
等
憐
む
べ
き
犠
牲
者
の
往
復

を
目
撃
す
る
に
つ
け
て
、
本
紙
の
記
事
に
非
常
に
感
謝
の
意
を
表
す

る
と
共
に
驚
く
べ
き
見
聞
を
寄
せ
ら
れ
た
。

左
に
其
の
一
節
を
採
録
す
る
。

(
中
略
)

近
ご
ろ
は
殆
ど
毎
日
の
様
函
館
後
午
後
二
時
五
分
の
列
車
に
て
品
川

人
或
ひ
は
五
十
人
一
圏
と
な
り
数
名
の
棒
頭
に
引
率
さ
れ

(
中
略
)

大
正
の
今
日
監
獄
部
屋
は
夙
に
官
憲
の
知
る
所
な
る
も
末
葉
の
警
吏

は
何
故
や
見
て
見
ぬ
振
り
を
な
し
、
一
切
警
察
の
手
の
入
り
得
ざ
る

は
不
思
議
の
一
に
候

人
夫
虐
待
は
当
時
の
人
に
意
外
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
か
ら
、
宮
津
も
ほ
ぼ

同
時
期
に
知
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
も
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
一
九
一
一
一

(
大
正
十
)
年
も
し
く
は
一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
と
見
ら
れ
て
き
た
制

作
年
も
一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
以
降
と
す
る
こ
と
が
出
来
、
特
に
記
事

「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

の
載
っ
た
一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
の
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
、
宮
津
が

文
献
だ
け
で
な
く
実
際
に
見
聞
し
て
監
獄
部
屋
に
つ
い
て
の
何
ら
か
を
知
っ

た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

鉄
道
従
事
員
の
手
紙
に
は
三
十
人
或
い
は
五
十
人
の
数
字
が
あ
り
、
先
の

大
阪
朝
日
新
聞
の
記
事
内
に
も
「
其
の
一
部
屋
に
三
十
人
乃
至
六
十
人
が
う

ぢ
轟
の
や
う
に
嚢
い
て
居
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
賢
治
の
見
聞
や
読
ん
だ
文

献
次
第
だ
が
、
カ
イ
ロ
団
長
の
あ
ま
が
え
る
が
「
三
十
疋
」
で
あ
り
、
数
字

の
一
致
は
偶
然
に
し
ろ
、
お
お
よ
そ
の
人
数
規
模
は
同
じ
だ
と
言
え
る
。
宮

津
の
章
一
話
に
は
突
飛
に
見
え
る
数
字
が
散
見
す
る
が
、
こ
の
箇
所
で
は
史
実

に
基
づ
い
た
数
字
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

筆
宝
康
之
は
、
「
建
設
業
に
お
け
る
労
資
関
係
制
度
|
『
監
獄
部
屋
』
を

め
ぐ
っ
て
l
」
で
、
司
法
省
調
査
を
用
い
て
、
「
監
獄
部
屋
」
の
職
制
機
構

を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
監
獄
部
屋
」
は
、
「
北
海
道
・
樺
太
・
東

北
地
方
な
ど
日
本
資
本
主
義
の
北
辺
辺
境
、
植
民
地
、
僻
地
に
お
け
る
拓
殖

開
発
進
展
過
程
で
形
成
さ
れ
た
建
設
業
の
請
負
飯
場
制
度
の
一
形
態
で
あ

り
、
拘
禁
制
置
と
強
制
労
働
の
機
構
に
転
化
し
た
『
土
工
部
屋
』
或
い
は

「
人
夫
部
屋
』
に
対
す
る
呼
称
で
あ
っ
た
(
中
略
)
明
治
後
期
か
ら
昭
和
前

期
を
通
じ
て
、
北
海
道
・
樺
太
に
お
け
る
最
大
の
社
会
問
題
で
あ
り
、
労
働

問
題
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
監
獄
部
屋
」
の
職
制
機
構
の
内
、
〔
棒

頭
〕
の
項
に
は
「
現
場
で
は
常
時
棒
(
尺
杖
)
を
携
え
て
土
工
の
勤
怠
を
監

視
督
励
し
(
中
略
)
道
内
で
叩
き
あ
げ
た
恐
る
べ
き
腕
力
と
度
胸
と
野
蛮
残

忍
性
を
持
っ
て
『
牛
馬
の
如
き
』
酷
使
虐
待
の
殺
傷
事
件
を
起
す
昆
皿
獄
部

'
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「
カ
イ
ロ
団
長
」
潤
辺
考

叩

屋
現
出
の
最
大
原
因
』
を
な
し
、
土
工
夫
の
最
も
恐
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
」

と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
で
は
、
棒
を
持
っ
て
あ
ま
が
え
る
た
ち
の
頭
を

叩
く
カ
イ
ロ
団
長
は
、
こ
の
「
棒
頭
」
に
あ
た
る
。

し
か
し
、
〔
管
理
人
〕
の
項
に
は
「
元
請
人
か
ら
分
割
工
事
を
請
負
う
下

請
人
で
飯
場
の
経
営
者
で
あ
り
、
一
つ
の
組
の
統
帥
者
と
し
て
収
容
土
工
夫

に
対
し
殆
ん
ど
生
殺
与
奪
の
権
を
持
ち
、
部
匡
一
切
の
事
務
(
時
に
募
集
業

務
も
)
を
統
括
し
、
『
親
方
』
『
部
屋
頭
』
と
呼
ば
れ
た
」
と
あ
る
。
作
中
の

「
誰
も
カ
イ
ロ
団
に
仕
事
を
頼
み
に
来
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
っ
た
表
現
に

よ
っ
て
、
カ
イ
ロ
団
は
与
え
ら
れ
る
仕
事
を
こ
な
す
団
体
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
カ
イ
ロ
団
長
は
監
獄
部
屋
に
お
け
る
「
管
理
人
」
と

「
棒
頭
」
双
方
の
役
割
を
負
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
宮
津
の
仕
入
れ
た
監
獄

部
屋
に
関
す
る
知
識
が
乏
し
か
っ
た
の
か
、
童
話
構
成
の
た
め
に
あ
え
て
こ

う
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
更
な
る
研
究
が
必
要
と
な
ろ
う
。

他
に
監
獄
部
屋
と
「
カ
イ
ロ
団
長
」
の
一
致
す
る
点
も
押
さ
え
て
お
く
。

土
工
夫
の
人
生
観
と
慰
安
に
つ
い
て
ご
日
の
疲
労
困
懲
か
ら
彼
ら
を
蘇
生

さ
せ
た
の
は
、
鉄
腕
一
合
分
だ
け
許
さ
れ
一
呼
吸
に
あ
お
る
夕
食
時
の
冷
酒

に
す
ぎ
な
か
っ
か
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
仕
事
終
わ
り
に
飲
ま
せ
ら
れ
た
一
杯

の
ウ
イ
ス
キ
ー
と
重
な
る
。

か

た

ぱ

み

ま

き

お

さ
ら
に
前
掲
同
論
文
中
の
、
北
海
道
総
合
経
済
研
究
所
の
方
波
見
雅
夫

談
、
大
正
末
年
当
時
石
狩
平
野
の
米
作
中
核
地
帯
空
知
の
濯
概
溝
開
盤
工

事
で
の
目
撃
事
例
に
は
、
「
当
工
事
は
す
べ
て
タ
コ
人
夫
に
よ
り
な
さ
れ
た
。

(
中
略
)
彼
ら
は
い
ず
れ
も
募
集
人
の
誘
惑
に
乗
る
ほ
ど
朴
前
善
良
な
人
々

で
あ
り
、
娘
を
身
売
り
に
出
す
迄
負
債
前
借
金
の
債
務
奴
隷
と
な
っ
た
東
北

出
身
の
極
貧
農
が
多
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
ス
ト
レ
ー
ト
に
東
北
地
方
か
ら
募

集
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
タ
コ
部
屋
の
内
部
は
差
別
観
が
上
下
に
貫
か

叩

れ
、
附
近
住
民
も
タ
コ
人
夫
を
別
人
と
み
て
い
た
」
と
あ
る
。
あ
ま
が
え
る

た
ち
の
性
格
は
朴
前
そ
の
も
の
で
あ
る
。
あ
ま
が
え
る
は
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲

み
前
借
金
を
抱
え
る
。
そ
し
て
、
先
に
挙
げ
た
東
北
で
の
労
働
と
違
い
、
北

海
道
で
の
労
働
の
為
に
も
、
東
北
か
ら
多
く
の
人
を
連
れ
て
来
て
い
た
と
い

う
事
実
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
作
品
中
の
記
述
と
資
料
と
の
比
較
対
照
は
、
確
実
に
宮
津
が
参

考
に
し
た
と
い
う
証
拠
を
示
し
て
い
な
い
以
上
、
あ
く
ま
で
、
作
品
の
新
た

な
読
み
の
可
能
性
を
探
り
、
今
後
の
研
究
の
た
め
の
探
究
と
し
て
提
言
し
て

お
く
も
の
で
あ
る
。

補
遺
と
し
て
、
宮
津
が
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
資
料
を
載
せ
て
お
く
。
岩
手

県
立
図
書
館
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
岩
手
の
地
方
紙

「
岩
手
日
報
」
大
正
期
の
記
事
で
あ
る
。
宮
津
が
読
ん
だ
新
聞
と
し
て
は
、

対
馬
美
香
『
宮
沢
賢
治
新
聞
を
読
む
|
|
社
会
へ
の
ま
な
ざ
し
と
そ
の
文

苧
』
に
「
岩
手
日
報
」
、
「
岩
手
毎
日
新
聞
」
、
「
時
事
新
報
」
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
、
筆
者
の
管
見
に
入
っ
た
大
正
期
の
「
岩
手
日
報
」
か
ら
、

宮
津
の
作
品
を
踏
ま
え
て
読
む
と
興
味
深
い
記
事
に
つ
い
て
複
数
紹
介
し
て

お
き
た
い
。
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追
ッ
手
の
土
工
を
斬
っ
た

好
雄
の
公
判

市
街
北
山
鍛
(
鍛
?
)
道
工
事
請
負
人
小
林
和
平
を
裏
切
り
二
戸
郡
金

田
一
村
に
脱
走
せ
ん
と
す
る
慮
を
追
ッ
手
の
土
工
矢
崎
徳
重
(
三
六
)

に
務
見
殴
打
さ
る
h

や
之
が
報
復
の
矯
隠
し
持
ち
た
る
短
万
に
て
相

手
の
牌
腹
を
快
り
て
瀕
死
の
重
傷
を
負
は
せ
た
る
原
籍
秋
田
勝
北
秋

田
郡
上
小
阿
仁
村
土
工
漁
業
法
違
反
前
科
一
犯
好
雄
事
荻
野
作
五
郎

(
三
二
)
は
傷
害
罪
と
し
て
十
六
日
盛
岡
直
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た
る

が
来
る
二
十
三
日
須
藤
判
事
森
検
事
の
係
に
て
公
判
開
廷
す
べ
く
引

績
き
佐
藤
瞥
院
に
入
院
中
の
被
害
者
は
其
後
腹
膜
炎
を
併
愛
せ
る
も

病
状
軽
微
に
し
て
食
慾
便
通
あ
れ
ば
一
命
は
取
止
め
得
べ
し
と
い
ふ

大
正
十
一
年
六
月
二
十
一
日
岩
手
日
報
五
面

悲
惨
を
通
り
越
し
た
地
獄
部
屋
の
生
活

粗
末
な
食
事
と
監
視
附
の
虐
待
を
伺
う
す
る
こ
と
も
出
来
ず
に
居
る

二
千
二
百
の
土
工
連

東
京
市
本
所
巨
人
江
町
第
働
職
業
紹
介
所
曾
山
芳
彦
氏
は
先
月
東
京

を
出
後
東
北
地
方
の
所
謂
監
獄
部
屋
に
時
代
遅
れ
な
生
活
を
し
て
ゐ

る
土
工
全
部
(
一
字
不
明
)
状
態
を
詳
細
に
視
察
し
て
賜
っ
た
が
中

で
も
淘
に
悲
惨
な
の
は
羽
越
北
線
折
渡
餓
(
銭
?
)
道
工
事
羽
越
南

線
猪
苗
代
鬼
怒
川
水
電
の
の
四
箇
所
の
工
事
に
着
手
し
て
ゐ
る
土

工
二
千
二
百
名
の
生
活
で
詳
細
に
視
察
し
て
来
た
氏
は
語
る
『
其
監

「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

獄
部
屋
な
る
も
の
は
別
の
名
を
地
獄
部
屋
と
稽
せ
ら
れ
普
通
の
人
の

寄
付
き
得
な
い
程
恐
ろ
し
い
所
だ
自
分
は
白
シ
ャ
ツ
一
枚
と
半
ヅ
ボ

ン
に
黒
の
冬
服
を
引
っ
掛
て
何
慮
か
ら
見
て
も
土
工
の
親
分
と
間
違

へ
ら
れ
る
や
う
な
服
装
で
飽
く
迄
御
免
下
さ
い
を
遁
り
嫌
(
一
字
不

明
)
ず
お
世
僻
云
っ
て
廻
っ
た
の
で
あ
る
監
獄
部
屋
に
生
活
し
て
ゐ

る
も
の
は
夏
尽
大
阪
横
演
な
ど
の
大
都
市
の
財
界
不
況
の
結
果

失
業
し
た
人
々
で
其
多
数
は
不
況
知
ら
ず
の
事
業
あ
り
と
欺
か
れ

虎
口
に
引
摺
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
最
も
二
千
二
百
人
の
半
数
は
無

識
階
級
の
も
の
で
あ
る
、
が
他
の
半
数
は
小
皐
校
教
員
洋
服
商
時
計

屋
其
他
知
識
階
級
に
属
す
る
人
の
多
か
っ
た
こ
と
だ
、
彼
等
の
寝
起

す
る
所
は
バ
ラ
ッ
ク
式
の
粗
末
な
建
物
の
中
に
藍
を
敷
夜
具
は
上
下

二
枚
の
煎
餅
布
圏
に
差
し
違
っ
て
二
人
繰
る
窓
も
僅
か
三
つ
ば
か
り

の
小
さ
な
の
が
あ
っ
て
其
入
口
に
は
一
名
の
見
張
が
厳
重
に
監
視
し

巧
に遁

亡
を
防
い
で
ゐ
る
其
一
部
屋
の
中
に
は
三
十
人
乃
至
六
十
人
押

し
積
め
ら
れ
て
身
動
き
も
出
来
ず
恰
度
姐
虫
の
や
う
な
有
様
で
あ
る

食
事
は
と
見
る
と
朝
は
切
干
大
根
の
味
噌
汁
九
時
に
は
四
つ
飯
と
い

ふ
の
で
出
る
是
れ
は
一
合
五
勺
位
の
小
握
り
飯
二
個
に
切
漬
を
輿
へ

ら
れ
る
董
飯
も
同
様
の
八
つ
飯
に
切
漬
晩
飯
も
味
噌
汁
に
切
漬
で
飢

え
を
凌
い
で
ゐ
る
斯
う
し
た
献
立
を
繰
返
さ
れ
斯
か
る
虐
待
に
何
れ

も
普
通
人
の
知
る
こ
と
の
出
来
ぬ

悩
み
の
中
に
何
う
す
る
事
も
出
来
ず
に
ゐ
る
あ
る
時
自
分
は
土
工

内
ベ
U。，ut

A
 



「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

の
買
い
上
げ
に
来
た
も
の
と
間
違
ひ
ら
れ
て
陪
一
嘩
を
ぶ
つ
か
け
ら
れ

て
、
命
か
ら
く
逃
出
し
た
事
も
あ
っ
た
給
料
は
一
日
一
園
二
十
銭
支

給
す
る
規
定
で
あ
る
が
夫
は
ほ
ん
の
名
ば
か
り
で
工
場
監
督
や
請
負

人
の
手
段
に
依
っ
て
(
四
字
不
明
)
雇
傭
期
間
(
一
字
不
明
)
六
ヶ

月
聞
は
銀
一
文
も
支
給
さ
れ
ず
期
間
(
一
字
不
明
)
満
つ
れ
ば
左
様

な
ら
の
一
言
に
放
り
出
さ
れ
て
し
ま
ふ
人
夫
請
負
人
は
一
人
に
付
き

六
十
人
分
の
手
(
一
字
不
明
)
料
に
な
る
の
で
其
手
ご
字
不
明
)

料
を
目
嘗
に
恐
ろ
し
い
手
段
で
人
夫
を
駆
り
集
め
か
う
し
た
惨
害
を

繰
り
返
し
て
ゐ
る

(
東
京
電
話
)

大
正
十
一
年
六
月
二
十
七
日
岩
手
日
報
五
面

賃
金
を
横
領
逃
走

土
方
の
血
を
吸
ふ
鹿
嶋
組
の
配
下

富
山
勝
射
水
郡
横
田
村
大
字
横
田
第
一
二
八
三
富
時
間
鯨
岩
永
郡
大

川
谷
村
竹
内
福
次
郎
方
石
工
木
津
事
辻
長
造
(
二
八
)
は
昨
年
十
月

よ
り
本
年
二
月
迄
餓
道
省
橋
場
線
及
盛
宮
線
銭
道
工
事
請
負
者
東
京

鹿
嶋
組
配
下
小
林
和
平
の
下
請
負
人
と
し
て
飯
場
を
持
つ
人
夫
を
使

役
し
同
工
事
に
従
事
中
江
刺
郡
玉
里
村
生
れ
菅
原
三
次
外
十
名
の
労

働
賃
金
全
額
は
和
平
よ
り
代
理
受
領
し
乍
ら
其
の
一
部
の
み
を
支
榔

残
金
二
百
十
七
園
九
十
銭
を
横
領
の
上
本
年
二
月
十
二
日
逃
走
し
た

る
事
表
覚
盛
岡
署
の
手
に
捕
は
れ
取
調
の
末
横
領
罪
と
し
て
送
検
さ

る。
資
料
を
見
て
い
て
特
に
目
立
っ
た
の
が
、
以
上
の
よ
う
な
一
九
二
二
(
大

正
十
一
)
年
六
月
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
一
九
二
一

(
大
正
十
)
年
の
記
事
も
す
べ
て
確
認
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う

し
た
記
事
が
集
中
し
て
い
る
点
を
見
る
と
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
制
作
年
を

一
九
一
一
一
(
大
正
十
)
年
よ
り
も
一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
以
降
と
す
る

こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
宮
津
が
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
触
れ
た

の
が
一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
の
『
改
造
』
で
「
カ
イ
ロ
」
の
認
が
関
係

し
て
い
る
と
し
た
場
合
に
も
や
は
り
そ
う
考
え
ら
れ
る
。

次
の
記
事
は
上
記
の
記
事
か
ら
こ
か
月
後
の
も
の
で
あ
る
。
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酒
の
値
上

来
月
早
々

(
一
字
不
明
)
西
地
方
の
酒
の
価
格
は
目
下
保
合
の
姿
で
あ
る
が
本
燃

は
品
手
薄
の
慮
へ
餓
道
工
事
其
他
で
多
数
の
土
工
人
夫
が
入
り
込
み

需
要
が
頓
に
増
加
し
た
の
で
益
々
品
不
足
と
な
り
値
上
説
が
弗
々
組

合
内
に
侍
へ
ら
れ
て
居
た
が
本
月
は
酒
造
税
納
期
な
の
で
此
顧
問
を

越
え
て
来
月
早
々
石
十
固
値
上
に
内
定
し
た

こ
の
記
事
を
見
る
と
、
岩
手
で
は
一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
に
、
鉄
道



工
事
の
増
加
が
土
工
の
増
加
、
酒
の
需
要
増
、
酒
の
値
上
げ
に
つ
な
が
っ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
の
『
岩
手
日
報
』
に
は
赤
玉
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
、

へ
ル
メ
ス
ウ
イ
ス
キ
ー
、
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
他
酒
の
広
告
が
散
見
す
る
。
例
え

ば
一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
の
へ
ル
メ
ス
ウ
イ
ス
キ
ー
の
広
告
文
は
「
熟

成
せ
る
そ
の
香
味
/
:
:
:
知
る
人
ぞ
知
る
:
・
/
こ
れ
世
界
の
名
酒
」
と
い
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
は
ア
メ
リ
カ
の
禁
酒
法
(
一
九
二

O
)、
日
本
の

未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
(
一
九
二
一
)
が
施
行
さ
れ
て
間
も
な
く
、
日
米
と

も
に
禁
酒
の
傾
向
、
悪
し
き
酒
と
い
う
風
潮
が
あ
っ
た
。

『
新
聞
集
成
大
正
編
年
史
』
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
八

月
九
日
付
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
「
監
獄
部
屋
踏
査
/
農
商
務
省
か
ら
鍍
山

へ
技
師
派
遣
」
の
見
出
し
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
八
月
三
一

日
の
『
読
売
新
聞
』
に
は
「
監
獄
部
屋
に
つ
き
全
国
的
に
検
事
局
が
大
活
動

/
投
書
頻
々
と
舞
込
み
犯
罪
の
有
無
を
調
査
」
の
記
事
が
載
る
。
一
九
二
二

(
大
正
十
一
)
年
に
「
監
獄
部
屋
」
関
連
の
報
道
が
集
中
し
始
め
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

四

「
カ
イ
ロ
団
長
」
は
子
供
の
た
め
の
童
話
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
酒
が
登
場

す
る
。
「
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
」
が
一
九
二
二
(
大
正
十
一
)
年
三
月

三
O
日
に
制
定
さ
れ
て
お
り
、
推
定
さ
れ
て
い
る
作
品
の
制
作
年
に
近
い
た

め
、
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
川
又
一
英
『
ヒ
ゲ
の
ウ
ヰ
ス
キ
l
誕
生

す
』
に
よ
る
と
、
一
九
二
九
(
昭
和
四
)
年
四
月
一
日
に
日
本
初
の
本
格
ウ

「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

イ
ス
キ
ー
が
発
売
さ
れ
た
。
こ
の
白
札
サ
ン
ト
リ
ー
発
売
時
の
新
聞
広
告
に

「
醒
め
よ
人
!
舶
来
盲
信
の
時
代
は
去
れ
り
酔
は
ず
や
人
吾
に
国
産

至
高
の
美
酒
サ
ン
ト
リ
ー
ウ
井
ス
キ
ー
は
あ
り
!
」
と
書
か
れ
た
。
逆
に

言
え
ば
こ
の
一
九
二
九
(
昭
和
四
)
年
ま
で
は
舶
来
品
を
あ
り
が
た
が
る
風

潮
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
の
さ
ま
が
え
る
の
舶
来
ウ
イ
ス
キ
ー

は
当
時
に
お
い
て
、
よ
り
価
値
あ
る
物
で
あ
っ
た
。
作
品
内
の
ウ
イ
ス
キ
ー

が
石
油
缶
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
品
質
を
疑
わ
せ
る
ギ
ミ
ッ
ク
で
あ
ろ

う
。
「
動
物
寓
話
」
と
作
者
自
身
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
「
カ
イ
ロ
団
長
」

だ
が
、
こ
う
し
た
点
か
ら
は
大
人
の
た
め
の
童
話
と
い
っ
た
印
象
を
受
け

ヲ
匂
。

王
様
の
命
令
後
、
チ
ェ
ッ
コ
と
い
う
あ
ま
が
え
る
は
計
算
を
始
め
る
。
こ

う
し
た
計
算
の
記
述
は
他
の
童
話
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
意
図
は
読
み

手
へ
の
算
数
指
南
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
こ
の
作
品
の
制
作
を
一
九
二
二

(
大
正
十
一
)
年
と
す
る
な
ら
、
宮
津
が
東
京
か
ら
戻
り
教
師
と
な
っ
た
時

期
で
あ
る
。
「
カ
イ
ロ
団
長
」
で
は
「
ウ
イ
ス
キ
ー
」
、
「
ウ
ェ
ク
l
」
の
よ

う
に
同
一
の
も
の
を
指
し
な
が
ら
表
記
の
違
う
語
が
登
場
す
る
が
、
こ
ち
ら

は
言
葉
を
学
習
さ
せ
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
カ
イ
ロ
団
長
」
を
読
む
時
、
読
者
に
と
っ
て
一
番
引
っ
か
か
る
の
は
唐

突
な
王
様
の
命
令
で
あ
ろ
う
。
こ
の
命
令
は
ち
く
ま
文
庫
『
宮
沢
賢
治
全

集
』
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
デ
ウ
ス
エ
ク
ス
マ
キ
ナ
(
機
械
神
)
的
で
あ
る
。

デ
ウ
ス
エ
ク
ス
マ
キ
ナ
と
は
演
出
技
法
の
ひ
と
つ
で
、
脈
絡
な
く
登
場
す

る
も
の
が
問
題
を
解
決
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
先
行
研
究
を
見
て
も
、

p
h
u
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「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

「
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
は
何
に
よ
っ
て
賀
さ
れ
た
の
か
。
言
う
迄
も
な
く
、
王

様
の
新
し
い
ご
命
令
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
(
工
藤
哲
夫
)
、
「
事
件
の
解
決
は

王
様
と
い
う
権
威
者
の
出
現
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
他
力
的
で
あ

る
」
(
黄
英
)
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
王
様
の
命
令
は
、
宮
津
の
提
示
す
る
問
題
の
真
の
解

決
法
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
王
様
の
命

令
は
あ
ま
が
え
る
た
ち
を
解
放
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
カ

イ
ロ
団
長
に
労
働
を
課
し
、
そ
の
足
が
折
れ
る
だ
け
で
は
真
の
解
決
で
な
い

と
宮
津
は
言
っ
て
い
る
の
だ
。
団
長
を
笑
っ
た
そ
の
後
、
あ
ま
が
え
る
た
ち

が
「
ド
ッ
と
一
緒
に
人
を
あ
ざ
け
り
笑
っ
て
そ
れ
か
ら
俄
か
に
し
い
ん
と
な

っ
た
時
の
こ
の
さ
び
し
い
こ
と
」
を
知
っ
た
の
は
自
発
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
プ
ロ
ッ
ト
を
正
確
に
酌
む
と
、
王
様
の
二
度
目
の
命
令
が
来
る
の
は
そ

の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
王
様
の
二
度
目
の
命
令
が
ど
れ
だ
け
自
覚
的
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
脈
絡
の
な
い
解
決
の
契
機
と
、
そ

れ
に
よ
っ
て
真
の
解
決
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
点
で
は
、
生
前
発
表
さ
れ
て
い

る
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
や
「
猫
の
事
務
所
」
と
も
共
通
す
る
。

宮
津
賢
治
童
話
に
お
い
て
、
主
要
事
件
解
決
の
契
機
と
真
の
解
決
は
別
物

で
あ
る
。
お
話
の
中
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
件
が
解
消
さ
れ
る
だ
け

で
は
宮
津
は
満
足
し
て
い
な
い
。
王
様
の
命
令
、
獅
子
の
命
令
、
赤
い
着
物

の
童
子
と
象
の
襲
撃
な
ど
の
「
き
っ
か
け
」
と
、
酬
明
笑
う
淋
し
さ
、
半
分
間

感
、
さ
み
し
い
笑
い
と
い
っ
た
|
|
佐
藤
泰
正
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら

は
|
|
「
作
家
の
声
」
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
の
さ
ま
が
え
る
は
二
つ
の
意
味
で
失
脚
(
金
銭
と
し
て
の
脚
、
実
際
の

足
)
し
、
仕
立
て
屋
に
な
る
と
い
う
。
不
況
時
に
服
の
買
い
手
は
無
い
も
の

で
、
少
な
く
と
も
利
益
第
一
の
職
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
の
さ
ま
が
え
る

は
他
の
仕
事
を
す
る
。
あ
ま
が
え
る
は
元
の
仕
事
が
あ
る
。
「
猫
の
事
務
所
」

の
か
ま
猫
は
仕
事
に
誇
り
を
持
ち
、
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
象
は
労
働
に
捕

ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
仕
事
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
を

見
る
と
、
宮
津
は
中
央
の
文
壇
か
ら
は
遠
く
と
も
、
現
実
に
基
づ
い
た
創
作

を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
何
故
宮
津
は
労
働
を
取
り
上
げ
る
の
か
。

『
赤
い
鳥
』
に
代
表
さ
れ
る
童
心
主
義
童
話
に
対
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と

で
は
あ
る
が
、
宮
津
に
お
い
て
も
や
は
り
「
大
人
の
た
め
の
童
話
」
と
い
う

性
格
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
宮
津
は
諸
作
品
の
中
で
、
労
働
に
お
け
る
負
の
側

面
、
強
制
労
働
等
を
多
分
に
描
き
出
し
て
い
る
。
作
品
の
中
で
つ
ら
い
労

働
は
百
定
さ
れ
る
が
、
楽
し
い
労
働
へ
の
希
求
も
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
猫
の
事
務
所
」
末
尾
の
「
半
分
獅
子
に
同
感
で
す
」
と
は
、
単
純
に
、
楽

し
い
労
働
さ
え
も
奪
い
去
っ
た
獅
子
へ
の
批
判
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、

富
津
が
労
働
に
つ
い
て
文
字
を
費
や
す
と
き
、
作
品
に
見
ら
れ
る
宗
教
的
要

素
が
希
釈
さ
れ
、
作
品
全
体
か
ら
く
ど
さ
を
失
く
し
て
い
る
の
は
思
い
が
け

な
い
効
用
で
あ
る
。
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(1)注

赤
羽
学
「
宮
沢
賢
治
『
カ
イ
ロ
団
長
』
の
不
法
販
売
」
『
文
芸
研
究
』
第

一
回
二
集
、
一
九
九
六
年
九
月
三
O
日
、
五
二
頁
。



(3) (2) 

赤
羽
学
、
前
掲
書
、
六
二
頁
。

峰
芳
隆
「
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第

六
五
巻
二
号
、
二

O
O
O年
二
月
一
日
、
一
五
頁
|
一
六
頁
。

原
子
朗
『
定
本
宮
津
賢
治
語
集
辞
典
』
筑
摩
書
房
一
、
二

O
二
二
年
八
月
二

O

目
、
一
一
一
四
頁
。

池
田
知
久
訳
注
『
荘
子
(
上
)
全
訳
注
』
講
談
社
、
二

O
一
四
年
五
月
九
日
、

九
八
一
頁
|
九
九
八
頁
。

続
橋
達
雄
「
カ
イ
ロ
団
長
の
こ
と
な
ど
」
『
四
次
元
』
第
一
七
巻
第
六
号
、

一
九
六
五
年
七
月
一

O
日
二
二
七
四
三
頁
。

小
沢
俊
朗
「
賢
治
の
社
会
批
判
」
『
四
次
元
』
第
六
巻
第
四
号
、
一
九
五
四
年

四
月
一

O
日
、
一
二
二
六
頁
。

永
井
秀
夫
他
編
『
明
治
大
正
図
誌
第
5
巻
北
海
道
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八

年
三
月
一

O
目
、
九
一
頁
|
百
頁
。

筆
宝
康
之
「
建
設
業
に
お
け
る
労
資
関
係
制
度
一
『
監
獄
部
屋
』
を
め
ぐ
っ
て
」

『
経
済
皐
研
究
』
第
二
一
巻
第
二
号
、
一
九
七
一
年
八
月
、
一

O
八
頁
。

筆
宝
康
之
、
前
掲
書
、
一
五
O
貰。

筆
宝
康
之
、
前
掲
書
、
一
五
O
頁。

筆
宝
康
之
、
前
掲
書
、
二
ハ
二
頁
。

筆
宝
康
之
、
前
掲
書
、
二
ハ
七
頁
。

対
馬
美
香
『
宮
沢
賢
治
新
聞
を
読
む
|
|
社
会
へ
の
ま
な
ざ
し
と
そ
の
文
学
』

築
地
書
館
、
二

O
O
一
年
七
月
二
五
目
。

川
又
一
英
『
ヒ
ゲ
の
ウ
ヰ
ス
キ
l
誕
生
す
』
新
潮
社
、
二

O
一
四
年
七
月
一
目
、

一
八
四
真
。

工
藤
哲
夫
「
宮
津
賢
治
『
カ
イ
ロ
団
長
』
小
論
1
1
1
摂
折
問
題
の
観
点
か

ら
|
|
」
『
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
一
九
九
二
年
三
月
二
五
日
、
五
一
頁
。

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (14) (13) (12) (11) (10) (15) (16) 
「
カ
イ
ロ
団
長
」
周
辺
考

黄
英
「
宮
津
賢
治
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
批
判
の
様
相
」
『
の
D
B
冨
S
E
O』

〈
o
-
h、
二

O
O二
年
五
月
二

O
日、

uaw頁。
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