
， 

フ
一
ブ
ン
ツ

ア
ル
ト
ハ
イ
ム
著

『
古
代
世
界
の
衰
退
L

にのノ

支
え
が
き

と
の
諭
文
は
、
既
に
褒
表
し
た
二
つ
の
拙
論
『
古
代
文
化
淡
落
論

を
め
ぐ
り
心
社
曾
経
済
史
的
問
題
の
一
性
格
』
一
一
橋
論
叢
一
一
一
一
二
の
一

(
一
九
五
五
年
一
月
続
)
及
び
『
地
中
海
世
界
史
と
ヨ

1
ロ
y
パ
生

成
の
問
題
』
社
曾
経
済
史
皐
一
一
一
の
一
(
一
九
五
五
年
八
月
)
と
の

関
聯
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
参
照
さ
れ
た
い
と
思
う
。
前
者
の

論
文
で
は
主
と
し
て
ワ
ェ

l
パ
1
と
ロ
ス
ト
ブ
ツ
エ
フ
が
、
後
者
に

は
コ
ル
ネ
マ
ン
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
「
比
較
」
は
こ
の
場
合
、
古
代

文
化
授
落
史
考
察
の
観
熱
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
相
互
に
明
瞭
な

ら
し
め
ん
と
す
る
意
固
に
裂
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
こ
の
四
人

が
選
ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
然
性
も
約
束
も
あ
ろ
謬
で
は
な

い
。
従
っ
て
そ
の
意
味
で
は
、

1

あ
ら
ゆ
る
研
究
に
つ
い
て
も
あ

る
程
度
言
え
る
よ
う
に
こ
の
場
合
に
も
1

1

偶
然
性
を
肱
す
る
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
四
人
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も

プ
』
ラ
ン
ツ
J

ア
ル
ト
ハ
イ
ム
箸
『
古
代
世
界
の
衰
退
』
に
つ
い
1

て い
て

内

芳

明

田

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
に
於
て
古
代
文
化
の
綜
合
的
な
把
握
と
古
代
世
界

の
普
遍
史
に
到
達
し
て
い
る
数
少
い
指
導
的
な
、
そ
し
て
最
も
卓
絶

し
た
歴
史
家
で
あ
り
、
叉
そ
の
所
設
の
内
容
・
方
法
・
歴
史
観
に
つ

い
て
も
相
互
に
銃
く
釣
照
的
で
も
あ
る
だ
け
に
、
却
っ
て
比
較
の
積

極
的
可
能
性
を
幾
多
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
敢
て

否
む
べ
き
理
由
は
存
し
な
い
。
加
え
て
、
二
つ
の
世
界
大
戦
を
経
験

し
た
二
十
世
組
前
半
の
西
欧
の
精
締
状
況
が
歴
史
拳
に
就
中
古
代
世

界
像
に
如
何
に
反
映
じ
得
る
か
を
観
察
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
四
人

は
い
ず
れ
も
看
過
し
難
い
存
在
で
あ
る
と
と
は
五
日
A

の
研
究
が
幾
分

明
瞭
に
し
得
た
と
信
ず
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
西
欧
の
古
代
史
塵
界
が
鞍
中
職
後
の
生

活
蓄
積
の
底
力
を
示
し
て
陸
績
と
公
表
し
来
っ
た
研
究
成
呆
は
、
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第

波町

頗
る
港
大
且
つ
多
方
面
に
及
ん
で
い
る
が
、
中
で
も
そ
の
大
規
模

な
取
扱
い
方
と
挑
戦
的
と
も
一
七
一
日
う
べ
き
主
張
と
に
よ
っ
て
特
色
あ

る
著
作
を
数
多
く
世
に
問
う
℃
来
た
の
は
、
現
ベ
ル
リ
ン
大
準
教

授
フ
ラ
ン
ツ
・
ア
ル
ト
ハ
イ
ム

(
3・8
N
と
岳
町
中
日
)
で
あ
る
。

氏
に
つ
い
て
は
既
に
二
、
一
ニ
我
が
園
に
も
紹
介
せ
ら
れ
℃
い
る
が
、

こ
の
論
文
に
於
て
は
、
彼
の
主
著
の
一
つ
で
あ
る
『
古
代
世
界
の

衰
退
』
(
上
下
二
巻
九
百
頁
一
九
五
二
年
刊
)
に
つ
い
て
そ
の
内
容
・

構
謹
・
方
法
・
史
観
に
亙
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

木
書
は
、
金
程
と
し
℃
言
え
ば
、
紀
元
後
第
三
世
紀
に
於
け
る

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
世
界
史
で
あ
っ
℃
、
時
代
的
に
は
古
代
末
期

史
の
一
時
期
を
考
察
百
軒
象
と
し
℃
い
る
が
、
そ
の
う
ち
第
一
巻

は
ロ
I
マ
帝
圏
外
の
地
域
と
諸
民
族

(
]
[
ロ
ロ
グ

(
U
F片
岡
】

mww

。。支出
f

k
r
g
σ
2・
U
吋

C
B巾
仏
m
w
吋
ロ
。
同
ロ
日
己
申

HMWHHmgm55HY
↓5
2・一『白
1

M
V
P

る
を
取
扱
い
、
第
二
巻
で
は
ロ

l
マ
帝
園
そ
れ
自
身
を
取
扱

っ
て
い
る
。
会
瞳
の
構
成
か
ら
み
る
と
、
紀
元
後
三
世
紀
に
草
原

地
帯

3
2
]告
と
に
生
起
し
℃
、
こ
れ
ら
の
全
地
域
に
漸
弐
波
及

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
軍
事
的
費
革
が
主
要
契
機
と
な
っ
て
正
に

「
世
界
史
」
.
を
成
立
せ
し
め
℃
い
る
と
い
う
結
で
、
全
地
域
・
諸

民
族
は
一
膝
卒
等
の
比
重
で
見
ら
れ
℃
い
る
如
く
に
も
み
ら
れ
る

が
、
賞
は
然
ら
ず
。
む
し
ろ
第
一
巻
は
第
二
巻
の
序
曲
と
も
見
な

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
量
質
共
に
充
費
し
た
第
二
巻
で
は
更
に
二
つ
の

部
分
に
分
れ
℃
い
て
、
第
一
部
『
帝
固
と
帝
園
の
危
機
』
、
第
二
部

『
紳
A

と
皇
帝
』
と
な
っ
℃
い
る
が
、
こ
の
二
つ
は
ほ
ぼ
同
等
の

頁
敷
を
も
っ
℃
い
る
。
こ
の
う
ち
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
歴
史
方
法

論
と
関
聯
し
て
特
に
注
意
を
喚
起
し
て
置
く
な
ら
ば
、
こ
の
第
一

部
は
政
治
史
・
軍
事
史
で
あ
る
に
針
し
℃
第
二
部
は
十
分
な
る
意

味
で
一
つ
の
宗
敬
史
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
史
の
取
扱
い
方
が
政
治

史
と
の
結
合
に
於
℃
行
わ
れ
℃
い
る
射
が
注
目
せ
ら
れ
る
。

ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
主
張
に
従
え
ば
、
現
代
歴
史
皐
と
は
《
過
去

に
却
す
る
現
代
意
識
の
生
成
》
で
あ
り
、
又
逆
に
過
去
の
世
界
に

つ
い
て
の
歴
史
叙
述
は
《
こ
の
現
代
の
出
来
事
に
よ
っ
て
縛
ら
れ

ざ
る
を
得
な
い
》
も
の
で
あ
る
。
第
二
巻
第
一
部
の
結
章
「
史
的

推
論
」
に
於
℃
は
、
古
代
史
と
現
代
史
(
二
同
の
大
戦
)
と
の
直

接
的
比
論
を
主
と
し
て
軍
事
的
観
鮪
か
ら
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
特
に
こ
の
よ
う
な
歴
史
家
の
歴
史
意
識
の
本
質
的
性
格
と
し

て
考
え
ら
れ
℃
い
る
古
代
と
現
代
と
の
内
的
交
流
な
る
も
の
が
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
に

と
っ
て
「
現
代
」
は
安
寧
と
秩
序
の
時
代
で
は
な
く
、
大
相
質
草
と
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危
機
の
時
代
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
現
代
の
問
題
歌
況
か
ら
古
代

世
界
の
危
機
の
問
題
意
識
が
輿
え
ら
れ
る
と
共
に
、
古
代
の
危
機

の
分
析
と
理
解
は
逆
に
現
代
世
界
へ
の
「
診
断
と
議
診
」
を
提
供

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
危
機
の
性
格
は
、
封
外
政
治
的
、

就
中
軍
事
的
の
も
の
と
し
て
認
識
せ
ら
れ
た
。
か
く
し
て
官

1
マ

帝
園
の
危
機
と
そ
の
衰
退
は
、
そ
の
昨
日
凶
を
専
ら
こ
の
外
的
事
象

に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
せ
ら
れ
た
。
彼
の
主
要
主
張
た
る

「
封
外
関
係
の
侵
位
」

(
H
5
B
E
仏

2
k
r
β
F
8
3
H
R符
)
な
る
概

念
が
こ
こ
に
登
場
し
℃
来
る
。
と
同
時
に
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
が
ロ
ス

ト
プ
ツ
エ
フ
に
封
し
℃
銃
く
針
決
を
迫
る
の
も
こ
の
黙
で
あ
る
。

ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
官
ス
ト
ア
ツ
エ
フ
が
美
し
い
叙
速
に
賀
し
た
官

1

マ
帝
園
吐
曾
経
時
生
活
の
諸
相
と
そ
の
賓
瞳
的
内
容
と
に
づ
い

て
批
剣
す
る
の
で
も
担
否
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
黙
で
は
む
し

ろ
、
区
山
口
]
円
三
件
N

・
0
白
3
0
y
民
ロ
ロ
タ
白
色
白
t
m
L
F
2
5
な
ど
の
卓

絶
し
た
経
構
・
史
家
た
ち
と
並
べ
℃
官
ス
ト
ア
ツ
エ
フ
の
把
握
し
た

内
容
を
前
提
し
℃
い
る
。
所
が
ロ

1
マ
帝
閣
の
衰
退
の
「
原
因
」

を
問
う
と
き
、
雨
者
の
封
立
は
調
停
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。
即
ち
ロ
ス
ト
ア
ツ
エ
フ
に
よ
れ
ば
、
農
民
か
ら
な
る

軍
隊
と
都
市
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
1
(
図
。
ロ
括
和
巳
丘
町
)
と
の
吐
曾
的
反

1
1
1
ρ

守
ム
潜
『
官
代
世
界
U

衰
退
』
に
づ
い
1

て 目
こ
そ
は
、
第
三
世
紀
の
内
凱
と
革
命
の
昆
の
意
味
主
た
る
推
進

カ
で
あ
っ
た
(
同

was-N由
民
一
一

mospHH
出
目
立
吋
P
H
)
・
主
K
F
)

。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
内
見
こ
そ
は
外
敵
笹
族
の
侵
入
を
誘

殻
し
そ
れ
を
百
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た

p
z
p
℃
・
主
。
)
。

だ
か
ら
三
世
紀
の
危
機
は
政
治
的
ま
し
て
軍
事
的
性
質
の
も
の
で

は
な
く
、
専
ら
封
内
的
世
曾
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
公

E
P
H
Y

主

3
。
之
れ
に
針
し
℃
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
、
か
か
る
専
ら
経
梼
生

活
の
内
部
に
字
ま
れ
た
吐
舎
的
階
殺
封
立
の
如
き
は
、
コ
ム
モ
ド

ク
ス
の
死
か
ら
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
l

ヌ
ス
の
登
極
に
至
る

(
k
r

u
-
H
S
l
N∞δ
豆
大
な
大
賢
革
を
招
来
せ
し
め
た
原
因
で
は
な
い

と
い
う
。
む
し
ろ
ユ

1
ラ

Y

ア
大
陸
大
の
世
界
史
的
規
模
に
於
け

る
軍
事
的
費
草
に
由
来
す
る
と
い
う
。
加
う
る
に
叉
内
部
的
方
面

に
づ
い
て
は
そ
の
革
命
内
凱
な
る
も
の
も
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
に
於

℃
は
、
ロ
ス
ト
ア
ツ
エ
フ
の
解
轄
す
る
よ
う
に
吐
合
的
瓦
商
品
、
階

殺
的
封
立
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
後
に
吾
々
が
多
少

明
か
な
ら
し
め
る
よ
う
に
、
帝
園
園
境
内
外
に
居
住
す
る
諸
点
の

民
族
性
(
〈

c-zzg)
相
互
の
間
の
針
立
抗
争
と
い
う
性
質
の

も
の
と
し
℃
解
韓
せ
ら
れ
る
に
至
ヨ
た
。
民
族
性
こ
そ
は
ア
ル
ト

ハ
イ
ム
の
官
、
マ
帝
政
史
に
於
℃
、
そ
の
文
化
の
衰
退
と
創
造
と
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を
そ
れ
ぞ
れ
捨
う
と
こ
ろ
の
、
歴
史
を
推
進
ナ
る
主
瞳
で
あ
り
、
帝

政
史
瑳
展
の
内
面
史
を
も
彩
る
歴
史
の
主
役
に
ま
で
高
め
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
言
わ
ば
、
先
ず
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
針
し
℃
、
内

部
か
ら
の
反
臆
が
、
こ
の
民
族
性
に
於
℃
呼
昨
隠
す
る
。
そ
こ
で
吾

々
は
、
》
句
ユ
B
E
a
m
w吋
〉
回
目

wo
ロ
]
E
E
E
W《
・
》
ぐ
。
日
付
加
E
B《
な
る

主
要
二
一
概
念
を
手
引
に
こ
の
大
著
を
縦
横
に
分
析
し
れ
ノ
づ
、
必
ず

し
も
紋
述
の
順
序
に
従
わ
ず
新
た
に
再
構
成
を
試
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
を
一
段
と
深
く
迫
究
し
℃
ゆ
き
な
が
ら
、
ア
ル
ト
ハ

イ
ム
の
思
想
的
背
骨
を
形
遣
る
歴
史
観
の
問
題
に
ま
で
内
遣
し
℃

行
こ
う
と
思
う
。

ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は

?
1
7
帝
政
史
上
に
於
℃
、
そ
の
第
三
世
紀

中
葉
に
古
代
・
中
世
の
決
定
的
轄
換
を
み
る
。
こ
の
轄
換
が
こ
の

時
代
に
於
℃
生
じ
た
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
書
の
意
闘
で
あ

る
と
さ
え
明
言
し
℃
い
る
。
し
か
も
第
三
世
紀
に
於
け
る
こ
の
轄

換
な
る
も
の
は
、
少
く
と
も
西
方
に
と
っ
て
は
、
間
平
に
軍
事
的
・

政
治
的
の
災
禍
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
文
化
的
災
耐
を
も
意

味
し
た
。
要
す
る
に
全
文
化
的
の
大
規
模
な
る
危
機
と
崩
壊
の
時

代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
℃
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
危
機
・

と
崩
壊
を
生
起
せ
し
め
た
原
因
が
、
針
外
関
係
の
局
面
に
於
て
ロ

ー
マ
が
遭
遇
し
た
新
し
い
外
部
的
事
象
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

ニ
ヨ
の
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、

p
l
マ
の
共

和
制
時
代
以
来
の
野
か
酌
俗
、
即
ち
骨
骨
蜘
俗
で
あ
る
。
こ
の
蹟

張
政
策
に
よ
っ
℃
ロ

1
マ
は
、
従
来
ロ

1

7

(
或
は
地
中
海
世

界
)
と
外
部
の
大
陸
内
諸
民
族
と
の
聞
の
言
わ
ば
綾
衝
地
帯
を
な

し
て
い
た
隣
接
困
家
や
民
族
を
滅
亡
さ
せ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
℃
ロ

l

マ
は
、
こ
ん
ど
は
直
接
に
、
よ
り
強
力
に
し
て
若
い
野

壁
な
諸
民
族
と
封
峠
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
第
二

の
側
面
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
草
原
地
方
に
設
し
℃
、
東
は
漢
の
帝

園
か
ら
日
本
に
ま
で
及
び
、
西
は
イ
ラ
ン
、
南
ロ
シ
ア
、
下
ナ
ワ

河
北
漫
、
更
に
ア
フ
リ
カ
北
謹
に
ま
で
及
ん
だ
と
こ
ろ
の
、
遊
牧

民
的
騎
馬
民
族
に
護
す
る
新
し
い
軍
事
技
術
の
登
場
で
あ
っ
た
。

今
や
こ
れ
ら
の
軍
事
的
に
よ
り
優
越
せ
る
若
い
騎
馬
民
族
が
、
直

接
P
1
マ
を
要
撃
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
軽
装
乃
至
重
装
騎

兵
(
出
。
問
。
口
出
口
町
ロ
件

g
p
g
E同

E
2
2
p
n
-
F
P
Eユ
μ
)

が
、
畢

屡
ロ
ー
マ
の
歩
兵
隊
を
大
政
せ
し
め
た
。
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
第
一

巻
に
於
て
、
こ
の
軍
事
的
兵
制
大
費
草
の
波
が
い
か
に
諸
地
域
に

及
ん
で
そ
の
奮
い
文
化
帝
国
を
淡
落
せ
し
め
る
か
を
論
詮
し
た
後

に
、
第
二
巻
の

?
l
マ
帝
閣
の
紋
速
に
於
℃
、
こ
の
「
世
界
史
的
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騎
馬
様
式
」
が
途
に
ロ
I
マ
世
界
に
も
浸
透
し
℃
、
之
れ
を
崩
壊

せ
し
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
・
次
第
を
論
ず
る
。
そ
の
蹄
結
が
古

代
世
界
の
淡
落
・
中
世
世
界

(
H
E
2
2
E
F
P
E
P
-仲

間

5
5帽

の吋ロロ門
F
2
H田
口
}
話
、
岸
田
口
)
の
開
始
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
こ

こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
淡
落
史
論
か
ら
う
け
る

印
象
は
、
か
の
官
ス
ト
フ
ツ
エ
ブ
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
古
代
世

界
の
衰
退
の
押
し
と
ど
め
難
い
運
命
的
過
程
に
封
す
る
共
感
で
は

な
く
、
従
っ
℃
叉
阜
な
る
衰
退
原
因
論
に
止
ま
る
性
質
の
も
の
で

は
臨
閉
じ
℃
な
く
、
む
し
ろ
全
く
新
し
い
創
造
と
革
新
へ
の
旺
盛
な

精
紳
的
傾
向
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
「
封
外
闘
係
の
優
位
」

並
び
に
「
民
族
性
」
の
二
概
念
の
も
つ
思
想
的
性
格
を
明
確
に
し

て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
一
層
深
く
彼
の
歴
史
観
と
関
聯
す
る
も

の
な
る
こ
と
を
吾
々
は
明
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

吾
h
m

は
先
ず
、
「
封
外
閥
係
」
の
側
面
か
ら
、
ロ
ー
マ
、
が
遭
遇
し

た
新
事
態
に
よ
っ
て
官
、
l

マ
が
如
何
に
影
響
さ
れ
℃
ゆ
く
か
、
と

い
う
賄
か
ら
分
析
し
℃
み
る
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
輔
換
の
第
一
の
黙
は
政
治

的
・
軍
事
的
の
方
面
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
は
園
境
防
衛

艦
制
の
、
要
す
る
に
軍
事
瞳
制
の
費
化
で
あ
る
。
ガ
リ
ヱ
1
ヌ
ス

(
k
r
u
・
M
Mい
1
・M
S
)

の
兵
制
改
草
が
こ
の
轄
換
の
焦
黙
に
据
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
叙
述
は
歴
史
殻
展
の
流
れ
が
こ
の
一
つ
の
頂
離
に

向
っ
て
い
か
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
か
に
努
力
が
集
中
さ
れ
℃
い
る
。

細
か
に
そ
れ
を
辿
る
暇
が
な
い
し
又
そ
の
必
要
も
な
い
が
、
例
え

ば
セ
プ
テ
ィ
ミ
l
ル
ス
・
セ
ウ
ェ

I
ル
ス

(
k
r
-
U
-
s
u
l
N
H
H
)

は
、
自
ら
ス
コ
ア
ト
一
ア
ン
ド
戟
線
に
赴
い
℃
北
部
可
動
民
族
の
前

に
大
敗
し
戦
死
し
た
。
封
東
方
鞍
棋
で
は
帝
園
最
強
の
名
聾
あ
っ

た
イ

p
早
リ
ア

(
E
1芯
)
の
農
民
か
ら
な
る
ド
ナ
ウ
兵
圏
を
も

っ
℃
し
て
も
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
・
セ
ウ
エ
ー
ル
ス

(
k
p
-
H
)
-
M
N
N

M
い
M
)

は
イ
ラ
ン
の
騎
兵
隊
の
前
に
あ
え
な
く
股
れ
去
っ
た
。
ガ

リ
エ
1
ヌ
ス
の
父
、
ヮ
ァ
レ
リ
ア
1
ヌ
ス

(kr
・切
-
N
a
i
N
S
)
は、

同
じ
く
封
ベ
ル
シ
ア
鞍
に
於
℃
大
敗
し
、
敵
に
捕
え
ら
れ
た
。
こ

れ
ら
の
史
賓
を
一
不
し
つ
づ
強
調
す
る
傍
ら
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
、
騎

馬
戦
法
が
複
雑
な
曲
線
を
昔
一
旦
き
つ
L

、
ロ
マ
l

マ
寧
の
戟
法
と
兵
法

と
に
影
響
を
奥
え
て
行
っ
た
過
程
を
(
そ
の
賄
必
ず
し
も
錯
綜
し

た
史
賓
が
明
快
に
虚
理
し
得
た
と
は
言
え
ね
に
し
て
も
)
懸
命
に

追
求
し
叙
述
す
る
0

6

即
ち
コ
ム
モ
ド
世
ス

(kr
・り

H
g
l
s
u
)
以

来
肢
に
、
こ
れ
ま
で
弓
を
使
用
し
な
か
っ
た

?
l
?
の
戟
法
に
念

激
な
襲
化
が
習
さ
れ
出
品
8
8
V牢

Ng
は
帝
国
の
圏
境
到
る
麗
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一

梼

諭

V
H
現
れ
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
戦
法
の
黄
金
時
代
へ
の
第
一
歩
は

セ
プ
テ
ィ
ミ

1
ル
ズ
・
セ
ウ
ェ

I
ル
ス
で
あ
る
。
所
が
出
。
moH
マ

田口

HH岱
片
岡
町

P
閃
伊
丹

mGHMgrgp
白山

5
5
ュ2
な
ど
、
軽
・
重
装

騎
兵
の
利
用
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
・
セ
ウ
エ
ー
ル
ス
を
頂
黙
と

し
て
、
.
東
方
で
は
層
州
が
句
由
、

]HHH12
王
園
の
濁
立
に
蕗
属
す
る

に
至
る
や
否
や
、
突
如
消
え
失
せ
た
。
し
か
も
更
に
他
方
で
は
、

ロ
1
7
軍
は
、
元
来
重
装
歩
兵
を
停
統
的
装
備
と
し
℃
い
た
三
と
、

指
嘩
者
以
外
は
馬
を
使
用
し
な
か
っ
た
こ
と
、

M
2
5
2白、ユ
2
の

如
き
重
装
騎
兵
は
、
そ
の
外
観
か
ら
し
て
既
に
ロ

1
マ
人
に
は
異

質
的
と
感
ぜ
ら
れ
た
程
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
的
鞍
術
の
本
質
と
矛
盾

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
な
か
な
か
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど

が
指
摘
せ
ら
れ
℃
い
る
か
ら
、
一
一
暦
矛
盾
混
龍
に
陪
入
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
之
れ
ら
一
見
謎
の
如

き
相
反
的
史
賓
の
列
島
争
も
、
菩
K

が
さ
き
に
指
摘
し
た
ア
ル
ト
ハ

イ
ム
の
基
本
的
方
法
概
念
た
る
「
民
族
性
」
の
根
祇
に
於
℃
一
切

が
貫
か
れ
虚
理
せ
ら
れ
て
行
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
に
至
る
な
ら

ば
、
直
ち
に
了
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
帝
政

史
、
殊
に
第
三
世
紀
の
そ
れ
を
、
帝
圏
内
に
包
合
せ
ら
れ
℃
い
る
'

民
族
相
互
の
畳
陸
、
闘
争
、
交
替
、
と
い

3

つ
観
敏
か
ら
み
℃
い
る

v 

と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
、
重
装
・
軽
装
騎
兵
の
戟
法
の

上
述
の
如
き
念
激
な
る
盛
衰
は
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
が
「
東
方
的
皇

帝
達
」
(
宕
2
2
F品
内
包
回
目
ろ
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
セ
ウ
ェ

l
ル
ス

王
家
の
帝
榛
支
配
の
盛
衰
と
一
致
し
た
、
と
い
う
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。
東
方
(
就
中
ペ
ル
シ
ア
)
か
ら
導
入
さ
れ
た
こ
の
重
裳

騎
兵
様
式
は
、
東
方
的
要
素

(
H
。
ハ
ル
ミ
ュ
ラ
王
国
)
が
帝
閣
か

ら
離
反
し
た
そ
の
瞬
間
、
に
消
滅
し
た
と
い
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、

西
方
で
は
、
マ
ウ
ル
人
(
冨

S
F
足。
0
2
)

の
軽
装
騎
兵
と
結
合

せ
る
ダ
ル
マ
テ
ィ
ア
人
が
皇
帝
の
輪
駆
備
軍
と
し
て
現
れ
て
く
る
時

と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
。

11(} 

さ
て
、
主
と
し
℃
東
方
、
即
ち
ベ
ル
シ
ア
や
東
部
シ
リ
ア

(
H

パ
ル
ミ
ュ
ラ
)
と
の
鞍
闘
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
導
入
さ
れ
た
重
装

騎
兵
の
武
装
及
び
鞍
法
は
、
か
く
の
如
き
一
時
的
な
は
か
な
い
蓮

命
に
終
っ
た
が
、
し
か
し
騎
兵
制
へ
の
影
響
一
般
が
そ
れ
で
柊
っ

て
了
っ
た
謹
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
影
響
は
必
然

だ
っ
た
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
ロ
ー
マ
帝
園
園
境
戦
線
の
多
方

面
的
脅
威
、
こ
と
に
北
グ
ル
マ
ン
諸
挨
と
東
部
ベ
ル
シ
ア
民
族
と

の
二
方
商
同
時
作
戦
の
必
要
は
、
可
動
迅
速
な
攻
撃
珠
備
軍
を
要

求
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
こ
の
作
戦
上
の
必
要
と

j，‘、
i遥中羊一一一ー一一
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い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
騎
士
的
・
騎
兵
的
様
式
全
れ
自
身
で
あ
っ

て
、
こ
れ
こ
そ
は
、
東
グ
ル
マ
ン
語
族
を
始
め
と
し
て
支
那
キ
イ

ラ
ン
や
ア
ラ
ビ
ア
を
征
服
し
、
ロ
ー
マ
を
も
そ
の
例
外
叫
ん
る
こ
と

を
許
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
コ
一
世
紀
の
普
遍
史
的
な
大
慶
卒
で

あ
っ
て
、
遂
に
、

R
1
マ
帝
園
と
そ
の
軍
隊
を
全
面
的
に
覆
う
に

至
っ
た
。
か
く
し
て
裁
に
ガ

y
エ
I
ヌ
ス
の
兵
制
改
革
が
登
場
し

℃
く
る
。
こ
れ
は
従
来
の
圏
境
戦
線
を
形
成
す
る
レ
ギ
オ
中
心
の

圏
境
駐
屯
寧
韓
制

(u統
一
的
軍
圏
)
の
解
腫
を
意
味
し
た
。
そ

し
て
一
方
で
は
、
閤
境
都
市
の
要
塞
化
に
よ
る
闘
境
の
純
然
た
る

固
定
防
禦
嬢
酷
を
建
設
す
る
と
共
に
、
他
方
で
は
、
皇
帝
直
属
の

可
動
的
な
騎
馬
部
隊

(
4
2
2
p
p
u
を
中
核
と
ナ
る
戦
闘
攻
撃

部
隊
を
作
り
、
前
者
は
防
禦
に
後
者
は
攻
撃
に
、
戦
術
上
そ
れ
ぞ

れ
専
門
分
化
さ
れ
る
に
至
り
、
主
力
を
ウ
ェ
ク
ス
ィ
ラ
1
テ
ィ
オ

の
建
設
に
置
い
た
。
か
く
℃
、
遊
牧
民
的
な
騎
兵
部
隊
の
侵
λ
に

悩
ま
さ
れ
績
け
て
来
た
ロ
I
マ
は
、
い
ま
や
そ
れ
に
優
に
針
抗
し

う
る
最
も
強
力
な
帝
圏
防
禦
瞳
制
を
こ
こ
に
創
建
し
た
。
否
そ
れ

は
己
む
を
得
ず
創
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
、
こ
の
ガ
リ
エ
l
ヌ
ス
の
兵
制
改

革
の
直
接
の
動
機
あ
る
い
は
そ
の
意
味
は
、
そ
れ
が
軍
事
的
な
結

7
ラ
シ
ツ
・

6
7
1
w
ト
ハ
イ
ム
著
『
古
代
世
界
の
衰
退
』
に
ヲ
い

V

て に
あ
る
の
で
は
な
く
、

政
治
的
、

つ
ま
り
ロ

1
7
的
な
賠
に
あ
る

の
だ
と
い
ラ
。
そ
の
意
味
は
、
属
州
兵
圏
相
互
の
激
し
い
反
目
や

封
立
に
よ
っ
て
、
事
賃
上
存
立
す
る
帝
園
の
分
裂
献
態
を
解
消
せ

し
め
、
ロ

1
7
帝
園
の
統
一
を
再
建
せ
ん
が
た
め
に
之
れ
に
必
要

な
強
力
な
戦
闘
態
勢
を
必
要
と
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
外
か
ら
の
影
響
と
い
う
必
然
性
も
あ
っ
た
に
し
℃
も
、
直

接
ガ
リ
エ

1
ヌ
ス
の
指
導
理
念
は
、
「
ロ

1
マ
帝
園
続
ご
と
い
う

ロ
1
マ
尚
、
政
治
的
性
格
の
も
の
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
も
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
民
族
性
概
念
が
そ
の
解
轄
の
根
祇
に

あ
る
。
そ
の
黙
は
後
に
も
蝿
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
注
意

す
べ
き
は
、
ウ
ェ
グ
ス
ィ
ラ
I
テ
ィ
オ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
づ
い

て
は
島
州
聞
の
超
部
族
性
と
い
う
原
則
が
賓
施
さ
れ
℃
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
マ
ウ
ル
人
、
ダ
ル
マ
テ
ィ
ア
人
を
主
憧
と
す

る
軽
装
騎
兵
か
ら
成
っ
℃
は
い
た
が
、
し
か
じ
そ
の
構
成
員
に
づ

い
て
は
超
部
族
的
選
抜
の
原
則
、
か
賓
施
せ
ら
れ
、
且
つ
、
そ
れ
は

出
身
地
か
ら
遠
隔
な
地
に
移
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
漸
女
超
部
族

的
融
合
の
傾
向
が
生
ま
れ
て
、
こ
こ
に
分
裂
せ
る
帝
楼
の
理
想
的

統
一
が
新
し
く
形
成
せ
ら
れ
う
る
端
緒
を
獲
得
し
た
と
い
う
酷
で

あ
る
。
か
く
し
て
ガ
リ
エ

l
ヌ
ス
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
兵
制
改
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「

橋

論

叢

革
な
る
も
の
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
説
及
し
た
軍
事
的
技
術
と

騎
馬
様
式
の
霊
力
・
影
響
が
、
ロ

1
7
帝
園
の
軍
事
瞳
制
に
と
っ

て
ど
ん
な
抵
抗
乃
至
反
響
を
捲
き
起
し
た
か
を
示
す
ば
か
り
で
な

く
、
ロ
ー
マ
が
如
何
に
こ
の
「
封
外
開
係
」
の
相
却
を
、
通
じ
℃
、

却
っ
て
自
己
本
然
の
理
念
を
呼
び
醒
し
つ
つ
い
か
に
政
治
的
再
建

を
ふ
戸
し
と
げ
る
か
を
も
一
不
ナ
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
正
に
ア
ル
ト

ハ
イ
ム
の
淡
落
論
の
基
調
に
は
、
こ
の
よ
う
な
未
来
創
造
に
つ
な

が
る
建
設
的
な
明
る
い
調
べ
が
奏
し
℃
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る。
さ
て
第
二
に
、
台
高
紀
の
轄
換
は
秒
一
昨
カ
仙
の
方
面
に
つ
い
て

も
安
営
す
る
。

ζ

れ
が
第
二
巻
第
二
部
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
ア
ウ
レ
リ
ア
I
ヌ
ス

(kp-u-Nさ
l
N
3
)
の
活
動
が
ガ
リ

工

l
ヌ
ス
の
地
位
に
封
臆
す
る
。
ア
ヲ
レ
リ
ア

I
ヌ
ス
に
よ
る
エ

メ
チ
の
太
陽
宗
教
の
導
入
と
い
う
重
大
な
歴
史
的
事
件
を
解
理
せ

ん
が
た
め
に
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
、
一
方
に
於
℃
、
オ
リ
エ
ン
ト

殊
に
シ
リ
ア
に
高
揚

t
る
そ
し
℃
西
方
に
卦
し
て
優
越
せ
る
精
紳

文
化
の
動
き
を
顧
み
、
他
方
で
は
、
ロ
I
マ
の
(
之
れ
に
針
す
る
)

精
神
的
反
作
用
を
元
老
院
教
養
階
設
に
つ
い
亡
顧
み
、
こ
の
雨
者

の
綜
合
と
し
て
ア
ウ
レ
り
ア
I
ヌ
ス
に
よ
る
太
陽
宗
教
の
受
容
の

塵
史
的
意
義
を
理
解
せ
ん
と
し
た
。
オ
リ
エ
ン
ト
に
於
け
る
精
神

的
運
動
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ

4

末
期
か
ら
ロ
ー
マ
帝
政
初
期
に
か
け

τ

一
つ
の
精
紳
的
高
潮
に
達
ナ
る
が
、
・
次
い
で
紀
元
後
三
世
紀
に
於

℃
い
ま
一
つ
の
頂
賄
を
形
遣
る
。
こ
れ
ら
オ

y
エ
ン
干
の
古
代
末

期
史
に
貫
流
す
る
動
き
を
今
一
言
の
も
と
に
要
約
し
℃
行
え
ば
、

そ
れ
は
、
ギ

y
シ
ア
・
ロ

l
，
マ
の
諸
宗
教
を
も
含
み
つ
つ
主
と
し

て
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
に
本
来
の
根
を
も
っ
諸
宗
教
混
合
言
ヨ
マ

2
2
2
B
g
)
の
中
か
ら
、
今
や
世
界
宗
教
が
成
立
じ
世
界
停
道

が
撞
頭
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
世
紀
に
づ
い
℃

み
れ
ば
、
言
う
ま
で
も
な
く
マ
エ
教
で
あ
り
、
ロ

1
7
史
と
の
関

聯
で
特
に
重
要
な
の
は
エ
メ
サ
の
太
陽
宗
教
の
理
論
的
形
成
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
精
神
的
形
成
は
オ
リ
エ
ン
ト
に
於
け
る
政
治
的

撞
頭
、
具
瞳
的
に
一
一
員
え
ば
軍
事
的
観
戦
'
か
ら
前
述
し
た
所
の
。
ハ
ル

ミ
ュ
ラ
の

C
E
g
P
5
5
王
櫨
の
調
立
形
成
と
時
を
同
じ
う
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
オ
日
y

エ
ン
ト
の
精
神
的
・
政
治
的
な
卒

新
的
動
向
は
、
そ
れ
に
劃
す
る
西
洋
側
の
精
一
紳
的
反
作
用
と
な
れ
J

℃
現
れ
、
思
想
、
文
率
、
哲
事
の
方
面
に
於
て
最
も
す
向
い
精
神
的

結
賓
を
生
ん
だ
。
ガ
1
y

エ
1
ヌ
ス
の
反
キ
リ
ス
ト
教
的
教
養
や
彼

の
古
典
主
義
的
傾
向
に
歩
調
を
合
せ
て
殺
を
取
巻
い
た
教
養
一
位
曾
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屠
の
動
き
や
、
殊
に
プ
ロ

1
テ
ィ

I
ノ
ス
の
ギ
リ
シ
ア
主
義
が
そ

れ
で
あ
る
。
し
か
も
人
は
、
そ
の
本
質
に
於
て
オ
リ
エ
ン
ト
的
で

な
く
深
く
ギ
リ
シ
ア
的
で
あ
る
プ
ロ

l
テ
吋
ー
ノ
ス
の
思
想
的
後

継
者
た
ち
の
動
き
や
性
格
の
中
に
、
い
か
に
オ
リ
エ
ン
ト
的
要
素

と
の
密
接
な
結
合
が
あ
っ
た
か
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
プ
ロ

1
テ
ィ

I
ノ
ス
に
従
う
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
人
々
に
は
、
ポ
ル
ピ

49 

ロ
ン
ギ
ィ
ノ
一
ス
、
カ
n
y

ニ
コ
ス
、
ャ
ン
プ
リ
コ

x
、

な
ど
が
み
ら
れ
る
が
、
プ
ロ

1
テ
ィ

l
ノ
ス
の
直
弟
子
に
し
て
彼

の
俸
記
を
も
の
し
た
ポ
ル
ピ
ュ
リ
オ
ス
そ
の
人
が
既
に
、
オ

Y
エ

ン
ト
的
諸
宗
教
混
合
を
示
し
て
い
る
。
彼
こ
そ
は
新
プ
ラ
ト
ン
哲

皐
の
瞳
系
の
中
に
太
陽
宗
教
を
導
入
し
た
人
で
あ
る
。
之
れ
ら
の

後
継
者
た
ち
は
叉
す
べ
て
シ
リ
ア
人
あ
る
い
は
シ
リ
ア
出
身
の
人

人
で
あ
る
。
か
く
し
て
之
れ
ら
の
精
神
的
運
動
の
最
後
に
ア
ウ
レ

リ
ア

l
ヌ
ス
の
太
陽
宗
教
の
受
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
オ
リ
エ

・
ン
ト
の
古
代
末
期
の
諸
宗
敬
混
合
の
中
で
、
つ
ま
り
古
代
世
界
の

紳
K

の
群
像
の
中
で
、
既
に
そ
れ
自
髄
一
つ
の
最
も
豆
大
な
革
新
ー

を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
エ
メ
サ
の
唯
一
神
教
(
属
。
ロ
。
，

B
包
曲
目
は
と
の
撞
頭
は
、
い
ま
や
ア
ウ
レ
リ
ア
I
ヌ
ス
に
よ
っ
℃

西
方
の
(
ロ
ー
マ
の
)
圏
教
と
な
っ
た
。
オ
リ
エ
ン
ト
の
精
紳
の

ュ
リ
オ
ス
、

フ
-
一
デ
シ
ツ
・
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
落
『
古
代
世
界
白
衰
退
』
に
ヲ
ヤ
て

根
幹
は
ロ
I
マ
精
神
の
中
核
に
ま
で
な
っ
た
。
ア
ラ
ビ
ア
民
族
乃

至
ア
ラ
ビ
ア
宇
島
は
、
帝
閣
の
政
治
的
支
配
縫
の
中
植
に
ま
で
深

く
闘
輿
し
た
ハ
皇
帝
巴
伊
関
与
m
H
Y
E
ロ
E
U
S
K
H
E
σ

な
ど
を
想

起
せ
よ
)
ば
か
り
で
な
く
、
今
や
か
く
の
ご
と
く
ロ

1
マ
の
精
神

的
中
核
に
ま
で
侵
入
し
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
も
や
世
界
史

的
意
義
を
獲
得
し
た
。

さ
℃
こ
こ
で
も
吾
A

は
、
民
族
性
の
概
念
が
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の

歴
史
把
握
に
特
別
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
そ
れ
は
ア
ウ
レ
リ
ア

1
ヌ
ス
の
太
陽
宗
教

の
受
容
と
い
う
歴
史
的
事
件
の
意
味
を
ロ

1
マ
文
化
(
初
。

8
2・

E
B
)
の
復
興
と
い
う
意
味
に
解
躍
し
℃
、
且
づ
こ
の
復
興
郎
新

創
建

(
H
轄
換
)
を
意
味
し
た
運
動
の
主
腫
を
、
ア
ウ
レ
リ
ア
I

ヌ
ス
が
所
属
し
た
イ

P
ュ
リ
ア
人
な
る
民
族
性
に
求
め
こ
れ
の
意

義
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
豆
日
々
は
以
下
に
於
て
民
族

性
の
概
念
を
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
が
、
第
三
世
紀
に
生
じ
た
以
上
二
方

面
の
轄
換
、
つ
ま
り
軍
事
的
政
治
的
方
面
と
精
神
的
宗
教
的
方
面

と
の
轄
換
の
動
き
と
、
い
か
に
内
的
に
闘
聯
づ
け
る
か
を
み
ね
ば

な
ら
ぬ
。
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一

橋

論

叢

第
一
↓
一
ナ
五
令

第

!iffl 

50 

ム
モ
ド
?
ス
の
苑
か
ら

J

ア
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア

I
ヌ
ス
の
登
極
に
至

る
時
代
は
、
絶
え
間
な
く
軍
事
的
性
格
の
増
大
し
た
一
世
紀
で
あ

り
、
今
や
こ
の

E
大
な
軍
事
的
統
一
瞳
が
ロ

1
マ
文
化
の
代
表
に

ま
で
成
り
上
っ
た
。
し
か
し
そ
の
内
部
扶
況
を
み
る
な
ら
ば
、
そ

の
統
一
の
賓
韓
な
る
も
の
は
、
貨
は
、
帝
園
内
に
包
揖
せ
ら
れ
た

諸
々
の
民
族
性
を
代
表
す
る
軍
隊
と
軍
隊
と
の
聞
の
、
叉
そ
の
写

陵
が
擁
立
し
た
皇
帝
た
ち
の
聞
の
、
縫
っ
て
要
す
る
に
属
州
の

ぐ
。

-
E
E
B
相
互
の
聞
の
反
目
と
抗
争
で
あ
っ
た
。
コ
ム
モ
ド
-P

ス
の
登
極
に
営
っ
℃
は
、
]
V
可
伊
丹
。
ュ

2
2
(都
市
ロ
ー
マ
の
)
と

属
州
軍
と
の
封
立
が
尖
鋭
化
し
、
そ
の
結
果
は
後
者
の
絶
劃
的
優

越
を
示
ナ
に
終
っ
た
が
、
セ
プ
テ
ィ
ミ

1
ル
ス
・
セ
ウ
ェ

l
ル
ス

の
登
極
に
於
て
は
、
既
に
】
U
吋
肺
門
。
江
戸

HH2
の
勢
力
は
失
墜
し
、
今

や
ロ
1
マ
帝
園
を
代
表
す
る
三
軍
圏
、
即
ち
ケ
ル
ト
・
グ
ル
マ
ン

的
ラ
イ
ン
兵
圏
、
イ
リ
ュ
リ
ス
を
中
心
と
ナ
る
ド
ナ
ウ
兵
圏
、
東

方
属
州
の
シ
リ
ア
・
パ
ピ
ロ
ニ
ア
兵
圏
、
の
聞
に
於
け
る
艶
立
緊

張
が
頴
在
化
し
た
の
で
あ
る
。
武
将
皇
帝
時
代
の
内
範
史
た
る
第

三
世
紀
は
、
少
く
と
も
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
把
握
に
従
え
ぽ
対
封
内

的
院
は
こ
の
お
M
V
P

ロ
E
E
m
に
於
て
始
ま
'
っ
た
。
し
か
も
イ
リ
ュ

リ
ア
農
民
を
主
瞳
と
サ
る
ド
ナ
ウ
兵
圏
の
塵
倒
的
勝
利
を
も
っ
℃

始
め
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
部
ち
ア
フ
リ
カ
出
身
の
セ

ウ
エ
ー
ル
ス
は
、
イ
リ
ノ
ュ
リ
ス
兵
圏
に
よ
っ
℃
、
帝
位
を
め
ぐ
る

内
既
に
う
ち
勝
づ
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
コ
ム
モ
ド
?
ス
か

ら
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
I
ヌ
ス
ま
で
の
帝
政
史
は
、
ー
ー
ー
ア
ル
ト

ハ
イ
ム
の
基
本
的
構
成
に
従
え
ば
ー
ー
ー
そ
の
軍
事
的
政
治
的
方
面

に
つ
い
て
み
て
も
精
神
的
文
化
的
方
面
に
つ
い
て
み
て
も
、
主
役

は
イ
リ
ュ
リ
ア
封
シ
リ
ノ
ア
の
抗
争
で
あ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
的
、
ヶ
ル

ト
的
要
素
は
一
躍
脇
役
の
地
位
に
退
い
℃
い
る
と
言
う
こ
と
が
出

F

来
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
先
ず
鞍
術
的
に
み
れ
ば
、
イ
リ
ュ
リ

ア
出
身
農
民
歩
兵
軍
に
封
立
す
る
シ
リ
ア
的
東
方
の
弓
を
射
る
騎

兵
寧
(
出
荷

g田
島
丘
自
己
の
封
立
、
従
っ
て
同
時
に
彼
ら
の
擁

立
す
る
皇
帝
た
ち
の
封
立
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の

こ
と
を
最
も
典
型
的
に
示
す
例
は
、
ト
ラ
キ
ア
出
身
の
マ
ツ
ク
シ

ミ
1
ヌ
ス
・
ト
ラ

y
グ
ス

(
k
r
-
U
-
N
U
M
|
包
∞
)
を
め
ぐ
る
内
乱
で

あ
る
。
こ
の
内
観
の
解
躍
に
於
℃
も
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
、
民
族
性

相
互
の
相
魁
と
い
う
観
酷
か
ら
濁
創
的
解
容
を
輿
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
マ
ツ
ク
シ
ミ

1
ヌ
ス
に
封
し
℃
元
老
院
は
、
ア
フ

y
カ
に
、

都
市
の
富
裕
な
上
層
市
民
の
支
持
を
う
け
℃
起
っ
た
叛
範
の
首
領

ゴ
ル
デ
ィ
ア

l
ヌ
ス
一
世
、
二
世
と
紺
ん
で
封
立
し
た
が
、
更
に
、
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パ
ル
ビ

1
ヌ
ス
、
プ
ピ
ア

1
ヌ
ス
の
二
人
を
元
老
院
選
定
皇
帝
と

し
て
押
し
立
℃
、
こ
の
不
合
法
暴
君
皇
帝
マ
ツ
ク
シ
ミ

I
ヌ
ス
と

争
っ
た
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
抗
争
の
意
味
は
阜
に
イ
タ
リ
ア
の

元
老
院
教
養
階
絞
と
野
積
に
し
て
残
忍
な
マ
ツ
ク
シ
ミ

l
ヌ
ス
の

支
配
と
の
艶
立
と
い
う
よ
う
な
卒
盤
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
次
の
こ
と
を
意
味
し
た
。
セ
ウ
エ
ー
ル
ス
王
家
支
配
下
に

あ
っ
た
こ
の
時
代
に
、
突
如
ト
ラ
キ
ア
出
身
の
農
民
兵
圏
の
首
領

マ
y
ク
ジ
ミ

1
ヌ
ス
が
侵
入
し
来
っ
て
支
配
穣
を
掌
握
せ
ん
と
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
艶
し
て
、
既
に
セ
ウ
ェ

1
ル
ス
王
家

支
配
下
に
イ
タ
リ
ア
に
於
て
優
勢
な
勢
力
を
占
め
る
に
至
っ
℃
い

た
オ
リ
エ
ン
ト
的
要
素
(
オ
リ
エ
ン
ト
出
身
の
セ
ナ
ト

l
ル
)
が
、

こ
の
内
観
に
際
し
て
イ
夕
刊
y
，
デ
人

Q
Z
H跨
ロ
B
)
と
精
紳
的
軍
事

51 

的
に
結
合
し
℃
針
決
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
マ
ッ
ク
シ
ミ

1
ヌ

ス
皇
帝
は
そ
の
登
極
の
最
初
か
ら
し
て
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
る
も
の

の
激
烈
な
抵
抗
に
遭
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
内
範
の
震

の
意
味
で
あ
る
と
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
主
張
す
る
。

さ
て
、
ゥ
ァ
レ
リ
ア

l
ヌ
ス
の
登
極
は
ケ
ル
ト
的
・
グ
ル
マ
ン

的
軍
旗
に
そ
の
支
持
を
見
出
し
た
。
彼
は
こ
の
軍
隊
の
カ
に
よ
っ

て
、
下
ナ
ウ
兵
圏
が
支
持
す
る
ア
エ

p
ミ
ア

I
ヌ
ス
を
打
破
つ

d

フ
ラ
シ
ツ
・
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
箸
『
古
代
世
界
白
衰
退
』
に
づ
い
て

た
。
第
三
の
兵
圏
で
あ
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
的
ラ
イ
ン
軍
は
、
こ
こ
巳

始
め
℃
主
役
を
も
っ
て
抗
争
の
舞
墓
に
現
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の

ラ
イ
ン
兵
圏
は
、
ウ
ァ
レ
リ
ア

I
ヌ
ス
の
子
ガ
リ
ェ

I
ヌ
ス
の
登

極
に
嘗
っ
℃
支
持
す
る
こ
と
を
桓
ん
だ
。
し
か
も
他
面
ガ

F
エ
1

ヌ
ス
は
、
下
ナ
ウ
兵
圏
の
擁
立
す
る
反
皇
帝
イ
ン
ゲ
ヌ
ウ
ス
、
レ

ガ
リ
ア

1
ヌ
ス
と
針
鞍
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
℃
こ
の

難
局
を
打
開
す
る
た
め
に
ガ
リ
エ

I
ヌ
ス
は
、
か
の
兵
制
改
革
の

断
行
と
い
う
政
治
的
な
手
を
打
た
ざ
る
を
得
ぬ
に
追
い
込
ま
れ
た

の
で
あ
る
。
づ
ま
り
こ
の
改
革
は
軍
事
的
封
立
に
尖
鋭
的
形
を
と

っ
て
表
現
さ
れ
た
帝
圏
内
属
州
諸
「
民
族
」
相
互
の
聞
の
相
砲
を

一
ク
の
統
一
に
質
す
と
い
う
こ
と
に
動
因
づ
け
ら
れ
て
い
た
罪
で

あ
る
。そ

こ
で
重
大
な
問
題
が
生
ず
る
。
今
ま
で
論
じ
来
っ
た
如
く
、

三
世
紀
の
ロ
I
マ
帝
園
史
を
一
瞥
す
る
と
、
外
来
民
族
的
要
素
の

氾
濫
と
い
う
印
象
は
避
け
難
い
。
そ
の
鞍
闘
手
段
に
ク
い
て
み
れ

ば
装
備
や
鞍
術
は
外
来
の
も
の
が
釜
々
優
勢
に
な
っ
℃
ゆ
く
。
帝

圏
内
を
縦
横
に
馳
け
廻
っ
て
園
境
防
衛
に
ク
と
め
た
戦
闘
主
躍
は

属
州
内
外
の
非
ロ

1
7
的
諸
民
族
か
ら
な
る
兵
圏
で
あ
る
。
(
で

は
一
種
、
い
ま
や
何
鹿
に
、
ロ
ー
マ
的
本
質
は
維
持
さ
れ
℃
い
る
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で
あ
ろ
う
か
?
》
。
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
こ
れ
に
劃
す
る
解
答
は
こ

う
で
あ
る
。
既
に
吾
止
が
注
意
し
た
よ
ラ
に
、
ウ
ェ
ク
ス
ィ
ラ
l

テ
ィ
オ
の
創
設
と
い
っ
℃
も
、
こ
れ
は
問
単
な
る
外
来
鞍
術
の
模
倣

で
は
な
い
。
そ
の
鞍
術
的
意
義
に
於
℃
優
に
侵
入
諸
聾
族
に
艶
抗

し
得
る
の
み
か
、
彼
ら
の
一
大
脅
威
と
な
っ
た
睡
制
で
あ
っ
た
。

こ
の
間
防
園
家
鐙
制
の
新
導
入
に
よ
っ
℃
、
そ
の
後
ロ

1
7
帝
園

の
再
建
は
事
賃
上
可
能
と
さ
れ
℃
行
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
か
れ

J

℃
な
い
四
世
紀
の
卒
和
を
築
き
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ

た
。
し
か
も
内
的
に
み
れ
ば
、
吾
々
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ガ
リ

ェ
l
ヌ
ス
の
改
革
は
、
圏
内
の
分
裂
抗
争
を
一
つ
に
再
統
一
す
る

政
治
理
念
に
貫
か
れ
て
い
た
。
封
外
闘
係
の
局
面
で
護
生
す
る
民

族
封
立
(
鞍
争
)
は
、
ロ
ー
マ
文
化
の
真
に
困
民
的
創
造
へ
の
醗

酵
素
と
し
℃
作
用
し
℃
い
る
語
で
あ
る
。
こ
の
黙
で
は
ア
ウ
レ
リ

.ア

1
ヌ
ス
の
活
動
に
於
て
も
額
著
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
文
化
の
復
興

郎
新
創
造
と
い
う
事
態
の
中
に
ア
ウ
レ
リ
ア

1
ヌ
ス
の
太
陽
宗
教

受
容
、
そ
の
園
教
化
の
虞
の
意
味
は
存
す
る
。
同
時
に
正
に
こ
の

黙
に
、
イ
リ
ュ
n
y

ス
の
果
し
た
偉
大
な
歴
史
的
意
義
が
存
す
る
。

ア
ク
レ
リ
ア

1
ヌ
ス
(
日
一
人
の
イ
リ
ュ
リ
ス
〉
に
於
け
る
こ
の

太
陽
宗
教
の
導
入
の
動
機
は
、
外
敵
に
封
し
℃
ロ
I
マ
文
化
(
列
ヂ

， 
w 

5
2
E
B
)
を
守
ろ
う
と
す
る
賠
に
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
太

陽
宗
教
に
よ
っ
て
偉
大
な
る
ロ
I
マ
の
過
去
を
復
興
し
、
帝
園
を

再
建
せ
ん
と
す
る
貼
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
太
陽
宗
教
の
受
容
は
、

唯
一
紳
太
陽
の
光
に
よ
っ
て
被
わ
れ
た

C
停

5
5
5
と
人
類
の

統
一
を
意
味
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
単
な
る
ロ
1
ヤ
文
化
の
偉

大
な
現
賓
の
再
現
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
ラ
な
こ
と
は
不
可
能

守
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
の
支
配
す
る
ロ

1
7
帝
聞
は
肢

に
す
ぎ
去
っ
て
い
た
。
む
し
ろ
新
い
刊

ρ
ぃ
一
二
配
静
の
創
造
を
意

味
し
た
。
か
く
て
ア
ウ
レ
リ
ア

1
ヌ
ス
の
一
人
格
の
中
に
、
イ
ム
一
P

ユ
リ
ス
的
な
も
の
と
ロ
I
マ
的
な
も
の
と
は
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
も

の
を
媒
介
と
し
て
結
合
し
た
。
そ
の
際
、
古
代
ロ

1
7
の
創
造
力

で
あ
っ
た
ロ

1
7
人
の
深
い
宗
教
意
識
は
、
こ
の
ア
ウ
レ
リ
ア

1

ヌ
ス
に
と
っ
て
も
同
じ
く
根
本
精
神
で
あ
っ
た
。
新
し
い
ロ
ー
マ

の
一
胸
、
太
陽
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
的
起
源
を
喪
失
せ
ず
し
て
、
し
か

も
な
お
ロ
l
?
の
園
敢
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
ロ
ー
マ
精
紳
が
こ
の

受
容
を
ば
自
己
の
輝
か
し
い
未
来
形
成
的
原
動
力
た
ら
し
め
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
事
賓
の
重
大
さ
は
そ
れ
に
蓋
き
ぬ
。
ア
ル
ト
ハ

イ
ム
は
こ
の
歴
史
的
事
件
を
、
更
に
後
の
文
化
の
捨
い
手
と
し

℃
、
イ
り
ュ
n
y

ス
に
代
っ
℃
登
場
し
来
る
ゲ
ル
マ
ン
諸
族
に
歴
史
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的
開
聯
を
つ
け
℃
い
る
こ
と
も
驚
嘆
に
値
す
る
。
そ
れ
は
、
グ
ル

マ
ン
諸
族
の
楯
の
印
章
に

ω。ロ

5
口問

M15σ
♀
片
付
が
存
す
る
こ
と

を
論
詮
し
℃
、
ア
ウ
レ

p
ア
1
ヌ
ス
は
ケ
ル
ト
民
族
、
イ
リ
ュ
リ

ア
民
族
ば
か
り
で
な
く
、
後
に
登
場
す
る
グ
ル
マ
ン
民
族
に
も
、

彼
ら
に
遁
態
し
た
一
円

J

の
紳
を
輿
ぇ
、
そ
の
・
こ
と
に
よ
っ
℃
彼
ら

グ
ル
マ

l
ネ
ン
を
し
て
、
ロ
ー
マ
帝
園
の
防
衛
と
建
設
と
に
重
大

な
投
割
を
果
す
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

0

・

か
く
し
て
《
偉
大
な
イ
リ
ュ
リ
ア
出
身
の
一
人
格
の
中
に
、

i

ロ
ー

マ
的
な
も
の
と
ゲ
ル
マ
ン
的
な
も
の
と
が
互
に
手
を
把
り
始
め

た
》
の
で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
も
の
と
ロ
1
7
的
な
も
の
と

、、

の
内
的
綜
合
を
意
味
し
た
ア
ウ
レ
リ
ア

1
ヌ
ス
の
事
業
が
、
更
に

グ
ル
マ
ン
的
な
も
の
へ
の
密
接
な
結
合
の
契
機
を
も
含
ん
だ
と
す

れ
ば
、
績
く
デ
ィ
オ
グ
レ
テ
ィ
ア

1
ヌ
ス
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ア

1
ヌ
ス
に
よ
る
ロ
I
マ
帝
園
の
再
建
、
更
に
「
キ
リ
ス
ト
教
帝
園
」

へ
の
轄
換
は
殆
ん
ど
い
ま
ひ
と
押
し
の
と
こ
ろ
に
ま
で
準
備
さ
れ

る
に
至
っ
℃
い
る
と
い
う
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
際
、
新
し
い

世
界
帝
国
の
創
造
が
、
世
界
精
神
を
代
表
す
る
宗
教
(
キ
リ
ス
ト

教
)
・
に
よ
っ
て
そ
の
精
紳
的
意
義
を
附
興
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の

と
こ
ろ
で
あ
る
。

. 

吾
々
は
最
後
に
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
本
書
に
於
け
る
歴
史
観
に

及
び
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
う
ち
特
に
彼
の
「
世
界
史
」
観
の
問

題
と
「
古
代
末
期
」
の
問
題
と
を
取
上
げ
、
二
、
一
ニ
の
興
味
あ
る

事
費
を
提
示
す
る
に
止
め
た
い
と
思
う
。

的
m

J

。
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
『
古
代
世
界
の
衰
退
』
は
、
単
な
る

ロ
I
マ
帝
園
の
、
あ
る
い
は
所
謂
「
地
中
海
古
代
世
界
」
の
そ
れ

で
は
な
く
℃
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
全
蝿
胞
に
及
ぶ
大
規
模
な
由
民
に
世

界
史
的
関
心
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
淡
落
論
で
あ
る
、
と
い
う
黙

は
、
時
代
的
年
齢
的
に
一
世
代
古
い
他
の
三
人
(
ロ
ス
ト
フ
ツ
ェ

フ
、
コ
ル
ネ
マ
ン
、
ウ
ェ

1
バ
I
)

に
比
し
て
特
に
頴
著
な
事
実

で
あ
り
、
こ
こ
に
特
に
、
第
二
女
世
界
大
載
が
歴
史
観
に
及
ぼ
し

た
強
い
衝
撃
を
讃
み
，
取
る
こ
と
は
必
ず
し
も
誤
り
で
は
あ
る
ま

い
。
ウ
ェ

l
バ
ー
の
『
古
代
農
業
事
情
』
(
一
九
O
八
年
)
が
取
扱

っ
た
領
域
、
ロ
ス
ト
ア
ツ
ェ
フ
が
『
ロ

I
マ
帝
圏
の
社
合
経
棒
史
』

(
一
九
二
六
年
)
並
び
に
そ
れ
に
加
え
℃
『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
の
吐

舎
経
棒
史
』
一
一
一
巻
(
一
九
四
一
年
)
に
於
て
取
扱
っ
た
領
域
、
コ
ル

ネ
マ
ン
が
『
地
中
海
領
域
の
世
界
史
』
二
巻
(
一
九
四
六
年
〕
で
取

扱
っ
た
領
域
、
こ
れ
ら
の
一
ニ
ツ
は
ほ
ぼ
同
一
の
地
域
的
昼
間
に
於
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f

一
橋
論
叢
第
三
十
五
巻
，
第
ニ
競

℃
古
代
史
を
考
察
し
℃
い
る
。
づ
ま
り
大
瞳
同
一
の
地
理
的
昼
間

に
於
℃
「
古
代
世
界
」
な
る
も
の
を
考
え
℃
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
そ
れ
は
古
典
ギ
リ
シ
ャ
の
歴
史
家
や
地
理
事
者
が
俸
統
的
に

つ
く
り
あ
げ
た
古
代
世
界
像
と
大
龍
一
致
し
℃
い
る
と
い
う
こ
と

が
出
来
る
。
即
ち
イ
オ
ニ
ィ
ア
に
於
℃
最
初
の
地
園
を
作
成
し
た

ミ
I
レ
l
ト
ス
の
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
(
紀
元
前
五
五

O
年
頃
)

を
踏
蓋
と
し
、
之
れ
に
種
止
の
(
地
理
曲
学
的
・
人
種
事
的
)
補
足

訂
正
を
加
え
て
作
成
し
た
同
じ
く
ミ

I
レ
I
ト
ス
人
、
ヘ
カ
タ
イ

(
ポ
)

オ
ス
の
地
園
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
立
脚
し
℃
い
る
史
家
へ

1
ロ
ド
ト
ス

(
5〉

(
四
八
四
四
二
五
)
の
古
代
世
界
像
、
更
に
降
っ
℃
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ス
大
帝
の
征
服
行
並
び
に

]
J
5
2
4
0口
昌
p
a
p
-
E
の
放

行
と
に
よ
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
一
段
と
蹟
大
さ
れ
た
見
聞
に
基

き
、
そ
し
て
最
初
の
皐
問
的
測
量
の
基
礎
に
よ
る
キ
ュ
レ
ネ
人
エ

ラ
ト
ス
テ
ネ
1

ス
(
二
七
五

l
一
九
四
年
)
の
抽
菌
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
地
理
事
に
あ
ら
わ
れ
た
相
互
の
相
違
黙
や
そ
の
他
興
味

あ
る
諸
問
題
巳
は
こ
こ
で
一
切
立
入
ら
ぬ
と
し
て
、
五
日
A

の
問
題

観
貼
か
ら
特
に
注
意
を
喚
起
ナ
ベ
き
黙
は
、
古
く
は
エ
ド
?
ア
ル

ウ
ェ

1
パ

1
、

ト
・
マ
イ
ヤ

1
を
始
め
、

ロ
ス
ト
フ
ツ
ェ
フ
、

ル
ネ
マ
ン
、

い
ず
れ
も
そ
の
古
代
世
界
像
の
地
理
事
的
輪
廓
は
、

、、

右
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
及
び
ヘ

ν
二
ズ
ム
時
代
の
古
代
像
と
ム
口
一
致
し

て
お
り
、
乃
至
は
そ
れ
を
晴
獣
裡
に
蛍
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
し

℃
い
る
の
に
、
之
れ
に
艶
し
℃
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
古
代
世
界
像
は
、
・

(
8
)
 

正
に
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
(
和
一
方
後
一
五

O
年
頃
)
の
地
理
事
が
輿
え

る
世
界
像
に
ほ
ぼ
照
廃
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
々
の
詳
細

な
黙
に
於
て
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
地
理
事
が
如
何
に
従
来
の
そ
れ

に
飛
躍
的
に
正
確
さ
を
加
え
た
か
、
叉
、
如
何
な
る
誤
謬
を
含
む

か
、
と
い
う
よ
う
な
黙
は
別
と
し
℃
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
そ
の

雨
者
の
杢
瞳
像
の
基
本
的
差
異
で
あ
る
。
践
に
地
闘
を
比
較
し
℃

み
て
も
一
見
し
て
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
、
従
来
の
ギ
リ
シ
ア
・
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
世
界
像
は
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
、
ヘ
カ
タ

イ
オ
ス
、
へ

l
ロ
ド
ト
ス
、
エ
ラ
ス
テ
ネ
l
ス
と
漸
弐
擁
大
さ
れ

て
行
っ
た
と
は
い
え
、
所
詮
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
的
東
方
世
界
を

、
、
、
、
、

ア
ジ
ア
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
的
西
方
世
界
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
し
℃
、
こ
の
二
つ
の
ほ
ぼ
均
等
の
大
き
さ
の
艶
立
を
基
軸
と
ナ

る
構
造
の
世
界
像
で
あ
る
。
之
れ
に
劃
し
て
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
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そ
れ
は
、
東
は
漢
帝
園
の
首
都
を
も
含
む
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
大
に

蹟
大
さ
れ
、
甫
は
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
心
臓
部
(
九
日
向
山
田
司
自
げ
と
、
更

に
エ
テ
ィ
オ
ピ
ア
に
ま
で
達
す
る
、
鷺
く
べ
ぎ
慶
大
な
地
理
的
昼

込主主二一一一
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聞
で
あ
っ
℃
、
ョ

I
ロ
ァ
パ
は
そ
の
一
ク
の
狭
少
部
分
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
賓
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
、
こ
の
大
著

の
第
二
巻
の
本
論
を
形
遣
る
最
初
の
章
に
於
℃
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ

ス
の
地
理
事
を
手
引
に
叙
速
を
始
め
て
い
る
の
は
誠
に
営
を
得
た

手
妻
と
申
す
外
は
に
円
。
そ
し
℃
こ
の
差
異
は
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム

に
於
け
る
世
界
史
像
が
、
ニ
つ
の
大
戦
の
瞳
験
、
殊
に
原
子
力
時

代
の
登
場
に
よ
っ
て
決
定
的
に
従
来
の
古
代
世
界
像
か
ら
脱
却
す

る
こ
と
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
c

ロ
ス
ト
フ
ツ
エ

フ
に
と
っ
て
古
代
世
界
観
は
、
地
中
海
世
界
の
外
部
と
遮
断
さ
れ

た
古
典
古
代
都
市
文
化
の
内
的
観
照
に
格
始
す
る
も
の
で
あ
り
、

ウ
ェ

1
バ
ー
や
コ
ル
ネ
マ
ン
に
於
て
は
、
古
代
世
界
は
後
の
西
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
と
の
封
比
又
は
形
成
へ
の
関
聯
の
意
識
が
強
力
に
作
用

し
て
い
る
の
に
罰
し
て
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
に
於
℃
は
、
る
一
く
異
っ

た
開
題
が
考
え
ら
れ
℃
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
黙
に
踊
れ
よ

旨つ。
紗
「
一
。
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
広
一
於
け
る
「
世
界
史
」
概
念
に
含
蓄
さ

れ
℃
い
る
基
本
動
機
の
乃
至
基
本
思
想
の
一
ク
は
、
「
歴
史
的
運

命
の
弁
骨
骨
」
の
認
識
で
あ
る
と
思
う
。
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
に
於
て

は
、
一
ツ
の
民
族
、
一
ツ
U
文
化
圏
の
孤
立
性
、
調
立
性
を
推
進

フ
ラ
シ
ツ
・
ア

V
N
}
ハ
イ

4

著
『
古
代
世
界
の
豪
逗
』
に
づ
い
て 乃

至
主
張
す
る
意
闘
は
全
然
な
い
。
之
れ
に
代
っ
℃
諸
一
々
の
民
族

群
、
闘
家
群
、
文
化
群
が
相
互
に
交
流
し
激
突
す
る
と
こ
ろ
の
世

界
史
的
昼
間
、
言
わ
ば
大
陸
的
昼
間
が
前
提
せ
ら
れ
℃
い
る
。
こ

れ
こ
そ
は
第
二
夫
世
界
大
戦
の
蹄
結
で
あ
っ
た
。
ア
ル
ト
ハ
イ
ム

は
、
こ
の
大
戦
に
よ
っ
て
、
園
民
国
家
の
理
念
は
危
機
に
追
い
込

ま
れ
、
一
層
包
括
的
な
一
ク
の
大
図
家
形
成
へ
と
向
う
方
向
が
示

さ
れ
た
結
果
、
従
来
の
よ
う
に
諸
止
の
民
族
や
園
家
々
文
化
を
園

民
的
特
殊
性
に
於
℃
個
別
的
に
観
察
す
る
と
い
う
方
法
は
今
日
で

は
も
は
や
安
蛍
し
な
い
と
い
，
ぅ
。
そ
れ
故
現
代
歴
史
皐
の
歴
史
的

思
惟
と
い
う
も
の
は
、
世
界
史
、
普
遍
史
と
し
て
の
み
可
能
で
あ

る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
大
の
規
模
に
於
℃
展
開
さ
れ
た
遊
牧
民
主

義
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
を
知
る
者
の
み
が
地
中
海
地
域
の
都
市

文
化
の
正
し
い
位
置
づ
け
が
出
来
る
の
だ
、
と
い
事
つ
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
し
て
、
ロ
ス
ト
フ
ツ
エ
フ
が
帝
政
世
舎
経
梼
史
の
研
究
で

行
っ
た
、
事
費
影
響
す
る
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
っ
た
基
本
的
構
想
、

「
都
市
封
農
民
の
封
立
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
は
、
ア
ル
干
ハ
イ
ム

の
場
合
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
金
瞳
巳
亙
る
一
種
世
舎
拳
的
な
構
想

に
置
き
か
え
ら
れ
℃
し
ま
っ
℃
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
砂
漠
封
沃

地
」
、
「
ス
テ
ァ
ベ
針
奮
文
化
地
帯
」
、
「
ス
テ

y
ベ
の
遊
牧
民
封
都
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市
及
び
定
住
農
民
」
な
ど
の
艶
立
の
構
想
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
れ
ら
の
封
立
に
よ
っ
て
如
何
に
し
て
世
界
史
が
成
立
す
る
の
で

‘
あ
ろ
う
か
。
五
口
々
は
こ
こ
で
又
も
や
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
「
世
界

史
」
概
念
を
構
成
す
る
言
わ
ば
方
法
的
雨
脚
と
し
て
、
「
針
外
闘

係
の
優
位
」
と
「
民
族
性
」
の
二
概
念
に
づ
い
て
一
層
深
く
掘
り

下
げ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
先
ず
差
営
り
こ
の
闘
聯
で

は
次
の
重
要
な
一
事
を
指
摘
し
て
置
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は

「
歴
史
的
運
命
の
共
通
性
」
を
創
り
出
す
の
は
、
〔
商
業
」
で
は

な
い
し
、
叉
世
界
宗
教
で
も
な
い
。
む
し
ろ
《
一
定
の
歴
史
の
様

式
》
は
《
血
と
涙
、
苛
酷
と
闘
争
》
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、

《
救
棒
や
来
世
の
希
望
、
利
益
や
損
失
》
の
世
界
は
之
れ
ら
の
領

域
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
か
の
「
シ
ル
ク
・
ロ
1
ド
」
に
よ
っ

て
表
示
せ
ら
れ
る
遠
隔
地
の
結
合
な
る
も
の
、
邸
ち
流
通
世
界
の

共
通
性
は
一
つ
の
共
通
の
運
命
を
形
成
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
。
要
す
る
に
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
、
奮
文
化
を
代
表
す
る
三
円
J

の

文
化
圏
、
邸
ち
支
那
、
イ
ラ
ン
、
ロ

1
7
を
結
ん
だ
|
|
イ
ン
ド

が
除
外
さ
れ
て
い
る
玄
関
ト
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
の
役
割
も
、

56 

そ
れ
は
相
懸
の
意
義
は
み
と
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
た
か
だ
か
皮

相
な
役
割
し
か
果
さ
ず
、
世
界
史
的
な
文
化
様
式
の
轄
換
に
は
全

、

杢
無
力
で
あ
っ
た
と
み

5
0
む
し
ろ
決
定
的
な
の
は

r
r昨

駒
大
叩
俄

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
に
於
℃
は
、
一
方
で
寧

・
事
的
措
型
車
と
い
う
賄
に
於
て
世
界
史
的
運
命
の
共
通
性
を
強
引
に

推
進
し
た
作
用
契
機
を
み
る
と
共
に
、
他
方
に
於
℃
形
成
さ
れ
た

新
し
川
世
界
と
し
て
の
中
世
世
界
の
共
通
性
の
原
理
を
や
は
り
軍

事
的
契
機
(
騎
兵
制
)
に
於
て
み
て
い
る
こ
と
も
看
過
さ
れ
得
ぬ

黙
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
一
吉
田
う
と
こ
ろ
の
、
中
世
世
界
を

し
℃
一
つ
の
共
通
性
を
も
づ
た
世
界
た
ら
し
め
た
ご
個
の
歴
史

的
様
式
」
(
即
時
目
的
。
田
口
げ
な

V
E口
H
H
2
m
E
)
た
る
も
の
は
、
上
下

二
巻
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
特
徴
的
メ

ル
ク
マ
ー
ル
は
、
馬
・
馬
術
・
騎
兵
・
決
戦
主
力
と
し
て
騎
兵
隊
・

騎
士
階
綾
と
貴
族
・
騎
馬
試
合
と
一
騎
打
・
英
雄
主
義
と
ヘ
ル
デ

ン
リ

I
ド
な
ど
一
連
の
要
素
を
意
味
し
℃
い
る
。
而
も
ア
ル
ト
ハ

イ
ム
は
、
古
代
の
衰
退
を
正
に
こ
の
様
式
の
轄
換
の
中
に
み
℃
い

る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
勿
論
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
は
こ
の
歴
史
的
様

式
の
浸
透
度
に
づ
い
て
各
地
域
が
皆
同
一
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と

を
認
め
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
よ
り
は
、
先
ず
も
っ
て
世

界
史
的
共
通
性
が
営
面
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
ウ
ェ
ー

バ

l
の
問
題
意
識
と
艶
比
す
る
と
非
常
に
明
確
と
な
る
。

?
?
l
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メ
ー
の
場
合
に
は
、
「
歴
史
的
運
命
の
個
腫
性
」
が
問
わ
れ
る
。

口
に
地
中
海
古
代
世
界
と
言
っ
て
も
、
ラ
ェ

l
バ
ー
が
『
古
代
農

業
事
情
』
で
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
エ
グ
プ
ト
や
パ
ピ
ロ
ン
の
叙

述
に
於
て
は
、
ギ
リ
y

シ
ア
や
ロ
1
マ
の
経
構
愛
展
と
異
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
種
々
の
自
然
的
要
因
に
制
約
さ
れ
た
歴
史
的
・
吐
合
的

諸
僚
件
を
特
徴
的
な
仕
方
で
認
識
し
た
。
叉
、
ヲ
ェ

I
パ
ー
は
既

に
本
書
の
穿
頭
に
於
℃
は
、
東
ア
ジ
ア
諸
民
族
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

西
洋
と
が
、
古
い
遊
牧
民
様
式
か
ら
定
住
農
耕
様
式
に
移
行
す
る

際
の
》
忽

E
Eロ
ま
の
特
徴
的
な
差
に
よ
っ
℃
、
如
何
に
そ
の
後

の
封
建
枇
舎
へ
の
移
行
が
質
的
に
相
違
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

か
、
が
暗
示
せ
ら
れ
℃
い
る
の
で
あ
る
。
叉
彼
の
『
世
界
諸
宗
教

の
経
構
倫
理
』
な
る
比
較
宗
教
社
曾
問
中
的
研
究
に
つ
い
℃
み
れ
ば
、

そ
れ
は
確
か
に
》
ロ
巳

4
2
gぽ
g
円
]
比
口
伊
丹
戸
山
口
去
な
構
成
を
兵
え

℃
は
い
る
け
れ
ど
、
し
か
し
そ
れ
は
、
特
定
の
方
法
概
念
の
構
成

に
基
づ
く
普
遍
史
、
す
な
わ
ち
、
方
法
的
緊
張
に
よ
っ
に
一
つ
の

意
味
関
聯
に
晋
さ
れ
た
普
遍
史
で
あ
っ
て
、
現
賞
に
相
互
に
交
渉

と
闘
争
と
を
も
っ
℃
つ
な
が
る
世
界
史
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
の
種
々
の
要
因
就
中
宗
教
的

に
刻
印
づ
け
ら
れ
た
特
性
、
醸
史
的
運
命
の
個
盟
性
こ
そ
印
象
づ

け
ら
れ
る
。
例
え
ば
イ
ン
ド
の
カ
1

ス
ト
祉
舎
が
、
種
々
の
自
然

的
・
吐
合
的
要
因
(
ウ
ェ

l
バ
ー
は
皐
に
之
れ
を
、
幾
づ
か
の
外

部
的
要
因
と
言
っ
て
い
る
)
に
規
定
せ
ら
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
と

複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
や
は
り
就
中
バ
ラ
モ
ン

祭
司
の
果
し
た
絶
大
な
意
義
を
強
調
し
つ
つ
、
《
バ
ラ
モ
ン
の
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
に
浸
透
し
℃
支
配
し
た
、
絶
封
的
な
影
響
が
な
か
っ

た
な
ら
ば
、
世
界
に
全
く
比
類
な
い
こ
の
一
世
舎
制
度
は
成
立
し
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
》
と
ウ
ェ
I
パ
I
の
言
う
の
を
聴
く
時
、
イ
ン

ド
一
位
舎
を
恰
か
も
運
命
的
必
然
性
に
於
て
規
定
づ
け
℃
い
っ
た
個

瞳
的
要
因
の
重
い
盟
国
き
を
感
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ク

ェ
I
パ
ー
に
あ
っ
て
は
、
「
封
建
吐
舎
」
な
る
も
の
も
、
事
貝
は
西
ヨ

I
ロ

y
パ
的
封
建
制
が
世
界
史
上
唯
一
調
得
の
性
格
の
も
の
、
し

か
も
典
型
的
な
る
費
展
の
諸
僚
件
を
具
え
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ

℃
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
五
口
々
と
し
℃
は
、
ア
ル
ド
ハ
イ
ム

の
一
一
一
戸
一
一
一
同
う
軍
事
的
契
機
、
騎
兵
制
の
成
立
な
る
も
の
も
、
そ
れ
が
一

個
の
永
積
的
社
合
愛
展
の
よ
く
耕
や
さ
れ
た
土
壌
の
上
に
花
咲
く

も
の
で
な
け
れ
ば
、
結
局
は
古
代
世
界
淡
落
の
大
波
の
中
に
そ
の

歴
史
的
役
割
を
失
っ
て
行
っ
た
と
い
う
他
の
諸
事
情
を
考
え
、
そ

の
意
味
で
こ
の
韓
制
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
必
ず
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し
も
兵
制
改
革
を
い
ち
早
く
受
容
し
た
東
グ
ル
マ
ン
諸
族
で
は
な

く
て
‘
西
グ
ル
マ
ン
諸
挨
の
特
定
部
族
と
地
域
に
於
て
で
あ
っ
た

事
情
の
歴
史
的
意
味
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
「
歴
史
的
運
命
の
多
様
性

(
H
個
盟
性
ど
は
も
と

、
よ
り
「
歴
史
的
運
命
の
共
通
性
」
を
前
提
し
て
い
る
。
令
し
て
ア

ル
ト
ハ
イ
ム
に
於
て
は
、
こ
の
「
共
通
性
」
が
先
ず
問
題
な
の
で

あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
「
世
界
史
」
の
意
味
は
、

更
に
一
段
と
深
い
思
想
的
背
景
と
開
聯
し
℃
い
る
の
で
あ
る
。

、、
第
三
。
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
に
於
け
る
「
世
界
史
」
概
念
の
根
祇
を

、
、
、

な
す
い
ま
一
つ
の
基
本
契
機
は
歴
史
主
義
(
回
目
白

Z
H仲
間
自
民
と
で

あ
る
と
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
勿
論
l

l
ウ
ェ

l
パ

I
に
於
て
も

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
1

1

ア
ル
ト
ハ
イ
ム
に
於
て
も
こ
の
概
念
は

、
、
、

い
ず
こ
に
も
顔
を
出
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
彼
が
》
司
ユ
B伊
丹

仏

2
k
r
β
伊
冊
目

H
v
o
E
H
W
《
並
び
に
》
ぐ
OH]
耐え

c
g《
な
る
二
方
法
概

念
を
使
っ
て
彼
の
「
世
界
史
」
を
考
察
す
る
本
来
の
動
機
が
、
こ

の
ヒ
ス
ト
リ
ス
ム
ス
の
精
神
に
存
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が

、‘

あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
、
こ
の
世
界
史
に
於
て
始
め
℃
「
民
族
個
性
」

(
4
0
F回目白門出
4
E
5
5
U
6
の
創
建
が
問
題
と
な
り
う
る
と
い
う

黙
を
強
く
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
明
か
に
せ
ら
れ
る
の

、

で
あ
る
。
さ
℃
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
究
極
的
関
心
は
「
新
し
い
民

族
個
性
の
出
現
」
と
い
う
黙
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
親
し
い
民
族
個
性
が
花
を
開
き
賓
を
結
ぶ
に
至
る
た
め

に
は
、
封
外
的
関
係
に
於
け
る
諸
民
族
の
交
流
激
突
す
る
闘
争
と

抵
抗
の
場

(
H
世
界
史
)
を
必
要
と
ナ
る
。
彼
は
民
族
的
乃
至
園

家
的
個
性
の
創
遣
を
、
《
内
的
自
己
法
則
に
よ
る
封
鎖
的
な
統
一

瞳
と
し
て
》
専
ら
内
部
費
生
的
に
考
察
す
る
立
場
を
、

F

ス
ト
フ

ツ
エ
フ
を
珠
想
し
つ
つ
、
個
人
主
義
的
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
的
倫
理
乃

至
世
界
観
の
立
場
と
し
℃
排
斥
す
る
。
《
偲
借
す
る
こ
と
な
き
封

決
の
中
に
こ
そ
、
一
一
民
族
、
一
園
家
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
刻
印
さ

れ
る
も
の
だ
》
o

Z
口
々
は
更
に
一
一
暦
明
瞭
に
失
の
様
な
言
葉
に
接

す
る
。
《
園
家
や
民
族
は
決
し
て
如
何
な
る
時
代
に
も
皐
摘
に
は

存
在
し
な
い
。
・
・
・
・
競
走
や
艶
立
の
中
か
ら
そ
れ
は
目
畳
め
、
昼

間
の
中
で
突
進
し
、
衝
突
し
、
戦
い
、
叉
契
約
を
結
ぶ
。
こ
の
外

的
封
決
が
内
部
に
影
響
を
深
く
及
ぼ
心
て
、
個
々
の
共
同
態
的
組

織
の
枠
内
で
諸
々
の
反
作
用
が
呼
び
畳
さ
れ
る
の
で
あ
る
町
し
か

も
こ
の
仕
方
と
程
度
こ
そ
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
外
部
現
象
に
よ

っ
て
規
定
せ
ら
れ
つ
つ
現
れ
来
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
・
・
・
・
工
の
反
臆
か
ら
個
瞳
性
は
呼
び
起
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。
》
吾
々
は
こ
こ
に
於
℃
何
ら
の
疑
も
な
く
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム

の
「
劃
外
関
係
の
優
位
」
な
る
概
念
が
、
間
早
な
る
鞍
争
や
政
治
的
.

干
渉
の
外
的
事
象
を
意
味
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
「
民
族

性
」
概
念
と
表
裏
を
な
し
つ
つ
、
深
く
歴
史
主
義
的
な
、
個
瞳
創

誼
へ
の
闘
心
に
究
極
化
せ
ら
れ
℃
ゆ
く
精
神
に
根
を
卸
し
た
表
現

で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
吾
-R

は
既
に
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム

に
於
け
る
》
〈
。

H
E
E
B《
む
概
念
に
特
別
の
世
意
を
喚
起
し
づ

っ
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
際
戸
、
l

マ
史
の
内
部
で
は
、
こ
の
民
族

性
の
畳
醒
は
、
従
来
の
軍
事
的
政
治
的
瞳
制
の
崩
壊
過
程
の
中

に
、
新
し
い
防
衛
憧
制
の
創
遣
と
新
し
い
精
神
的
創
造
と
の
二
づ

の
面
に
於
て
、
し
か
も
こ
れ
が
、
れ
い
お
M
W
民
族
性
の
媒
介
に
よ

っ
℃
、
具
瞳
的
に
は
イ
リ
ュ
リ
ア
民
族
に
よ
っ
て
、
行
わ
れ
た
こ

と
を
指
摘
し
た
。
岡
山
ん
い
S
2
E
S
は
ロ
々
ユ
2
の
活
動
に
よ
っ
℃

新
し
く
息
を
吹
き
か
え
し
た
。
そ
れ
は
皐
な
る
古
ロ

l

マ
俸
統
の

維
持
者
と
し
て
で
は
な
く
、
決
定
的
に
重
要
な
新
創
造
を
意
味
し

た
。
ロ
ー
マ
思
想
の
創
遣
が
そ
れ
・
で
あ
る
o

《
p
l
マ
思
想
は
特

定
の
〈
。

-
E
E
B
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
偉
大
な
精
神

的
形
成
瞳
の
一
づ
と
な
-
り
始
め
た
て
現
賓
の
ロ

l

マ
は
衰
退
し

去
っ
て
も
、
一
個
の
精
神
的
形
成
憧
と
な
っ
た
ロ

1
マ
文
化
は
、

今
や
《
一
種
永
久
的
な
も
の
》
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も

は
や
古
代
的
な
も
の
に
童
さ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
性
格
を
捨
い
れ

J

づ
新
し
い
未
来
創
建
に
蓮
る
輝
か
し
い
理
念

と
な
っ
た
。

1

1
更
に
注
意
す
べ
き
黙
は
、
こ
の
イ
リ
ュ

p
ス
た

る
も
の
が
、
ロ
ー
マ
帝
圏
内
部
の
諸
民
族
共
同
態
で
あ
っ
て
、
ず

ル
マ

l
ネ
ン
、
ス
ラ

l
グ
ェ
ン
、
ア
ラ

1
メ
ー
な
ど
の
帝
圏
外
部

の
民
族
と
は
、
ロ
ー
マ
帝
固
と
そ
の
文
化
と
に
艶
す
る
闘
係
が
異

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
劃
外
闘
係
が
巻
き
起
す
世

界
史
的
観
難
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
前
者
即
ち
ロ

1
マ
帝
圏
内
属
州

諸
民
族
、
例
え
ば
イ
リ
ュ
リ
ス
の
如
き
、
奮
い
戸

I
マ
民
族
よ
り

は
b
砕
か
若
い
民
族
の
立
場
に
と
っ
て
、
そ
の
民
族
性
の
問
題
は
、

古
い
世
界
文
明
を
媒
介
と
し
℃
の
寸
不
ッ
サ
ン
ス
的
新
創
建
と
そ

の
「
存
績
」
(
句
。
吋
昨
日
目
ぴ

g)
の
問
題
で
あ
る
。
之
れ
に
劃
し
て
後

者
、
即
ち
古
代
文
明
と
の
骨
骨
昨
結
合
は
か
い
、
む
し
ろ
断
絶
あ

る
「
全
然
若
い
民
族
」
(
ゲ
ル
マ

1
ネ
ン
な
ど
)
に
と
っ
℃
そ
の
民

族
性
の
問
題
は
、
奮
文
化
の
「
糟
承
」

(
d
σ
2
D
F
H
5
5
)
に
於
け

伴
る
精
神
的
「
決
断
」
(
悶

E
B
Z
E
)
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア

ル
ト
ハ
イ
ム
の
古
化
妾
退
論
の
全
貌
は
明
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち

か
タ
て
地
中
海
領
域
を
征
服
し
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
の
相
績
者
の

1153 
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一

橋

論

叢

第

三

十

五

巻

地
位
に
つ
い
た
共
和
制
都
市
圏
家
ロ

1
マ
は
、
紀
元
後
第
三
世
紀

、
の
内
鋭
を
通
じ
℃
、
歴
史
の
ト
レ
1
ガ
ー
た
る
の
地
位
を
帝
圏
内

属
州
の
よ
り
若
い
民
族
と
交
替
し
た
が
、
コ
ル
ネ
マ
ン
の
立
祇
な

表
現
に
従
え
ば
こ
の
「
新
し
い
ロ
ー
マ
」
の
再
建
は
、
や
が
て
一
、

二
世
紀
の
後
に
は
、
こ
ん
ど
は
ゲ
ル
マ

1
ネ
ン
に
交
替
す
る
わ
け

で
あ
る
。

第
四
。
そ
こ
で
吾
止
は
最
後
に
「
古
代
末
期
」
》
∞
坊
と

8
2
8《

の
問
題
に
閲
設
し
て
置
き
九
時
。
既
に
の
べ
た
よ
う
に
三
世
紀
の

過
程
に
、
古
代
の
懇
意
と
中
世
の
開
始
を
み
る
こ
の
見
解
は
、
そ

の
巌
密
な
時
代
賄
の
決
定
は
と
も
あ
れ
、
ウ
ェ

I
バ
1
、
ロ
ス
ト

ア
ツ
エ
フ
の
社
合
経
構
史
的
見
解
と
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
し
、

叉
の

P
B
Z
E
m
o
〉

5
U
E
H
H
u
z
q
の
全
盟
が
取
扱
っ
て
い

る
立
場
で
も
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
経
構
史
的
諸
要
因
を
背
後
に
押

し
や
り
、
時
代
轄
換
の
衝
撃
を
軍
事
的
契
機
に
み
℃
い
る
こ
と

は
、
吾
、
R

が
明
白
に
し
た
、
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
韓
換
は
、

急
激
な
慶
轄
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
場
合
、
幅

庫
闘
い
過
渡
期
と
し
て
の
「
古
代
末
期
」
の
問
題
を
も
形
遣
っ
℃
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
黙
を
一
感
明
確
に
す
る
た
め
に
理
論
的

に
要
約
し
て
言
え
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
歴
史
護
展
に
於
け
る
文
化

第
二
按

、

の
凶
，
吋
U
M
H
2
の
交
替
を
特
に
く
。

-zzs
に
於
て
考
え
、
そ
し

て
こ
の
民
族
性
が
新
蓄
文
化
交
替
過
程
に
参
奥
し
て
く
る
役
割
と

性
格
と
に
着
目
し
て
、
換
言
す
れ
ば
警
世
界
文
化
乃
至
そ
の
携
い

手
た
る
民
族
に
劃
し
て
よ
り
新
し
い
及
び
全
く
新
し
い
諸
民
族
が

い
か
た
る
針
決
の
仕
方
を
一
不
す
か
の
相
遣
に
着
目
し
て
、
こ
れ
を

》
句
。
ュ
-
m
σ
o
ロ
ロ
ロ
仏

d
σ
2
D
F
H
H
H
H
H
O
(
回
出
仲
間
口
財
包
向
。
《
の
差
遣
、

叉
は
》
河
口
口
笹
山
田
臼
笹
口
口
叩
ロ
ロ
仏
国
-HSP回
仲
即
日

5
《
の
艶
立
と
し
℃

把
握
す
る
。
縫
っ
℃
具
瞳
的
に
言
え
ば
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
「
古

代
末
期
」
は
、
三
、
四
世
紀
と
五
乃
至
七
世
紀
頃
と
の
ニ
ラ
に
一

臆
直
分
せ
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
に
於
て
は
ロ
ー
マ
帝

困
層
州
内
諸
民
族
が
、
後
者
に
於
て
は
の

2
B
g
o
p
p
g
Z
F

2
P
4
0
p
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

そ
こ
で
一
づ
の
矛
盾
と
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
問
題
が

提
起
さ
れ
て
く
る
。
ア
ル
ト
ハ
イ
ぷ
は
、
一
方
で
は
轄
換
(
衰
退
)

の
生
起
と
中
世
の
開
始
を
明
瞭
に
主
張
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
ド
ム

迷
γ
レ
た
よ
う
な
古
代
末
期
史
の
問
題
を
従
来
の
如
く
必
ず
し
も
中

世
史
の
領
域
に
委
ね
切
っ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
ど
う
理
解
し
た
ら
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
五
日
k

は
い
ま
十
分
に

詳
論
す
る
暇
が
な
い
が
、
差
営
り
次
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
解

、
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せ
ら
れ
得
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ア
ル
ト
ハ
イ
ム

に
於
℃
は
、
軍
事
的
費
草
と
い
う
黙
で
全
文
明
に
及
ぼ
す
決
定
的

時
代
轄
換
の
衝
撃
を
強
く
み
る
そ
の
問
題
意
識
の
中
に
現
代
史
の

認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
代
史
研
究
の
側

か
ら
す
る
問
題
意
識
と
し
て
は
、
車
な
る
古
代
文
化
衰
退
(
淡
落
)

原
因
論
だ
け
に
共
感
し
そ
こ
に
意
義
を
見
出
す
立
場
に
は
も
は
や

草
純
に
留
ま
り
得
な
く
な
っ
て
来
℃
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

む
し
ろ
衰
退
と
創
造
と
を
共
に
包
含
す
る
過
度
期
の
文
化
現
象
そ

れ
自
瞳
に
封
し
て
積
極
的
関
心
を
向
け
る
に
至
つ
℃
い
る
の

FJ

ー

な
い
か
。
前
大
戦
後
、
こ
と
に
凡
そ
一
九
三

O
年
前
後
の
頃
か
ら
、

漸
失
西
欧
聞
学
界
、
就
中
ド
イ
ツ
闇
苧
界
に
於
て
自
賛
せ
ら
れ
、
近
時

こ
と
に

E
Eロ
グ
∞
号
。
げ
o
w
o
p
阿
国
田
由
民

P
国
恒
三
w
p
k
F
H同
包
含

な
ど
を
中
心
に
、
盛
り
上
っ
て
来
た
あ
の
》

ωHVPEE片
付
。
《
と
い

う
問
題
意
識
が
、
正
し
く
こ
の
、
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
言
わ
ば
す
っ

き
り
し
な
い
二
重
性
格
に
何
か
根
本
的
に
開
係
し
℃
い
る
事
態
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
吾
々
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
よ

う
。
前
犬
戟
前
後
で
問
題
と
な
っ
た
古
府
文
化
淡
落
論
(
「
断
絶
」

で
あ
れ
「
蓮
績
」
で
あ
れ
)
は
、
今
や
「
古
代
末
期
」
と
い
う
問
題

形
式
に
移
り
づ
つ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
》
関
与

220HVF0・

ブ
ラ
シ
ヲ
・
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
著
『
古
代
世
界
の
衰
退
』
に
ワ
h
y

て E
F
0
0丘町
H
H

《
へ
の
反
撃
晶
、
》
肉
。

E
E
E忍
仲
間
甘
さ
Z
O
Bえ
と

し

℃
吾
々
が
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

(
U
V
-
U
P
4
8
P
出・

E
Bロ・

5
w
k
p
-
U
O
M訟
の
げ
な
ど
に
よ
っ
て
第
一
夫
大
戦
後
取
扱
わ
れ
た
問

題
の
性
格
は
、
あ
る
程
度
ま
で
区
・

4
司

$
2
に
於
て
も
共
通
の

も
の
が
み
ら
れ
う
る
。
と
い
う
の
は
、
ゥ
ェ

I
パ
1
の
場
合
、
単

に
西
洋
近
代
資
本
主
義
と
の
封
比
に
於
け
る
古
代
経
時
生
活
の
特

質
、
雨
者
の
「
類
型
的
」
差
異
の
黙
ば
か
り
で
な
く
、
五
回
々
が
特

に
銃
く
注
意
を
喚
起
し
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
西
洋
古
代
か
ら
全
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
樺
愛
展
の
上
昇
し
て
ゆ
く
綾
上
に
於
℃
、
経
棒
護

展
の
「
蓮
績
性
」
こ
そ
が
内
部
に
深
く
認
識
せ
ら
れ
℃
い
た
も
の

と
、
吾
々
は
解
し
た
か
ら
で
札
問
。
そ
し
て
正
に
こ
の
黙
に
限
っ

て
、
ロ
o宮
各
と

4
0
Z吋
の
(
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
に
比
較
す
れ
ば
)

共
通
性
が
浮
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
一
失
大
戦
前

後
の
朕
況
に
蓮
る
こ
れ
ら
の
人
々
の
文
化
蓮
績
性
を
第
二
次
大
戦

前
後
の
、
上
述
し
た
古
代
史
家
側
か
ら
す
る
同
一
問
題
へ
の
接
近

の
仕
方
と
比
較
し
た
な
ら
ば
、
少
く
と
も
女
の
酷
だ
け
は
明
瞭
と

な
っ
℃
く
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
前
半
唱
に
於
て
は
中
世
乃
至
近
代
を

含
む
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
古
代
と
つ
な
が
り
を
も
つ
か
ど
う
か
、
い

か
な
る
の

J

た
が
り
を
持
づ
か
、
と
い
う
説
角
で
あ
り
、
古
代
末
期
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一

橋

論

議

第
二
波

62 

第
一
二
十
五
巻

が
問
題
と
な
っ
て
も
そ
れ
は
、
古
代
の
末
期
と
み
る
か
中
世
の
初

期
と
み
る
か
で
あ
っ
て
、
新
奮
民
族
の
交
替
接
衝
す
る
、
言
わ
ば

未
知
の
創
建
可
能
性
一
般
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
含
ん
だ
、
過
渡

期
そ
れ
自
瞳
と
し
℃
の
古
代
末
期
と
い
う
構
想
を
、
古
代
、
中
世

か
ら
濁
立
し
℃
前
面
に
押
し
出
す
、
と
い
う
よ
う
な
積
極
的
契
機

、、

は
一
鷹
見
嘗
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
之
れ
に
艶
し
て
、
後
者
で

は
、
正
に
こ
の
こ
と
が
強
く
自
覚
せ
ら
れ
℃
き
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
従
っ
て
問
題
提
起
の
仕
方
も
、
閃
旦

g
ロC
U
]
毎
回
か

肉。

E
E巳
忌
仲
か
(
》
叩
口
付

44E12
。
白
血
吋
《
)
と
い
う
よ
う
な
形
式

、.、.

と
し
℃
で
な
し
に
、
む
し
ろ
誠
亡
の
意
義
を
十
全
に
受
け
と
め
た

が
ら
同
時
に
創
遁
へ
き
り
か
え
て
ゆ
く
問
題
、
少
し
く
逆
説
的
に

、

、

、

、

、

、

、

、

表
現
す
れ
ば
、
誠
亡
と
創
造
と
の
聞
の
づ
な
が
り
‘
に
関
心
が
ょ

せ
ら
れ
て
来
℃
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
の
と

ら
え
方
は
、
関
。

B
O
B
Sロ
の
》
当
巴
仲
間

g
口
げ
な
伊
丹

ORH叩印刷向
EE

O
H
5
2
3
2
8
2《
に
於
て
も
》

ω
Z
E
E
H財
叩
《
の
特
別
な
章
区

分
の
下
に
、
十
分
に
白
質
的
に
取
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
調
自
の
構

(
刊

m
u

想
の
下
に
そ
の
盟
系
的
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
℃
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
ウ
ェ

l
バ
ー
や
ロ
ス
ト
ア
ツ
エ
フ

が
ロ
ー
マ
帝
園
の
政
治
的
崩
壊
の
問
題
を
経
時
的
要
因
か
ら
費
生

¥ 

史
的
に
取
扱
っ
た
す
ぐ
れ
て
経
緯
史
的
諸
事
情
を
、
間
早
に
疎
外
す

る
だ
け
に
終
っ
℃
い
る
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
仕
方
に
大
き
な
疑
問
を

感
ず
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
歩
く
と
も
、
古
代
末
期
史
の
問
題

追
求
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
吾
々
が
そ
の
内
面
的
闘
聯
や
性
格
に

ま
で
立
入
っ
て
検
討
を
加
え
つ
つ
明
か
に
し
て
来
た
ア
ル
ト
ハ
イ

ム
の
方
法
的
諸
概
念
、
郎
ち
》
匂
ユ

B
E
a
2
k
r
c
m
g
H
V
O
H片山肘《
u

》ぐ

C
H
E
Z
B《
は
、
墜
に
軍
事
的
・
精
神
的
方
面
に
役
立
つ
方
法

概
念
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
一
一
居
座
闘
い
幅
で
の
吐
舎
経

梼
史
的
問
題
側
面
を
も
含
み
れ

J

づ
、
頗
る
有
力
な
暗
示
を
興
え
う

る
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。

さ
℃
か
く
の
ご
と
く
、
古
代
末
期
史
と
し
て
の
一
合
み
を
も
っ
た

ア
ル
ト
ハ
イ
ム
の
古
代
世
界
衰
退
論
は
、
世
界
史
に
於
け
る
鞍
争

や
危
機
や
闘
争
や
破
壊
に
封
す
る
極
め
℃
能
動
的
な
反
躍
を
旺
盛

に
示
し
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
現
代
危
機
の
歴
史
事
た
る
こ

と
を
自
ら
標
梼
す
る
彼
の
『
古
代
世
界
の
衰
退
』
、
従
っ
て
彼
の
ロ

ー
マ
帝
園
波
落
論
は
、
か
の
ロ
ス
ト
フ
ツ
エ
フ
に
み
ら
れ
た
よ
う

な
遁
り
来
る
災
害
へ
の
不
安
感
・
抵
抗
し
難
い
文
明
の
野
壁
化
・

強
制
園
家
化
の
重
監
感
、
で
は
な
く
し
て
、
危
機
と
職
争
に
針
決

す
る
、
破
壊
を
創
建
へ
と
轄
換
せ
し
め
る
民
族
文
化
創
建
論
で
あ
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り
、
こ
れ
を
も
っ
℃
、
不
安
な
る
現
代
、
抑
々
悲
劇
的
な
る
歴
史

の
現
時
負
へ
の
抵
抗
あ
る
い
は
そ
れ
の
超
克
を
意
圃
ナ
る
も
の
と
解

せ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
確
か
に
ロ
ス
ト
フ
ツ
エ
フ
の
二

大
著
作
の
結
び
は
、
等
し
く
こ
の
歴
史
の
悲
劇
性
へ
の
一
種
鵠
拭
，

し
難
い
深
く
暗
い
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
告
白
に
終
っ
℃
い
る
。
例
え

ば
『
ロ

l
マ
帝
園
枇
曾
経
梼
史
』
の
結
び
に
於
て
、
国
家
の
権
力

者
が
若
し
も
闘
民
大
衆
を
無
闘
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
大
衆
の
革

命
的
反
抗
は
起
ら
ざ
る
を
得
ず
、
い
か
に
繁
柴
せ
る
文
明
と
難
も

誠
亡
は
や
が
℃
必
定
で
あ
る
、
と
い
う
教
訓
を
示
し
た
後
に
、
し

か
し
結
局
、
文
明
は
大
衆
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
℃
、
そ
の
質
的
抵

下
は
避
け
難
い
"
で
は
な
い
か
、
と
い
う
深
刻
な
疑
問
を
提
出
す

る
に
格
っ
芯
い
到
。
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
っ
て
亡
命
の
悲
還
を
選

び
、
自
ら
他
園
の
客
と
な
っ
て
、
組
園
な
き
一
国
際
市
民
と
な
っ

た
偉
大
な
宙
典
古
代
史
家
ロ
ス
ト
ア
ツ
エ
フ
が
、
圏
中
水
晶
、
民
族
の

運
命
に
劃
し
て
何
ら
積
極
的
パ
ト
ス
も
持
ち
ム
口
さ
ず
、
ロ
シ
ア
に

於
け
る
下
暦
農
民
に
よ
る
市
民
社
舎
の
野
盤
化
と
い
う
テ
ー
ゼ
を

古
代
世
界
に
投
映
せ
し
め
て
、
輝
か
し
い
成
果
を
生
ん
だ
と
共

に
、
あ
る
程
度
、
「
誇
張
」
と
不
滑
な
史
賓
の
歪
曲
を
蹄
結
す
る
こ

と
が
避
け
難
か
っ
た
む
に
封
し
で
、
ニ
ク
の
世
界
大
戦
に
よ
っ
℃

'
フ
ラ
ン

y
・
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
著
『
古
代
世
界
の
衰
退
』

K
4
J
い
て

組
園
ド
イ
ツ
の
偉
大
な
民
族
と
圏
家
と
の
壊
滅
を
身
を
も
っ
て
経

験
し
づ
づ
、
現
に
ベ
ル
リ
ン
大
曲
学
の
古
代
史
家
と
し
て
史
朗
学
研
究

に
た
づ
さ
わ
っ
て
い
る
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
が
、
崩
壊
を
越
え
て
新
し

い
民
族
個
性
の
創
建
の
将
来
に
真
剰
な
る
期
待
と
信
仰
を
懐
く
の

は
、
い
ず
れ
も
理
解
せ
ら
れ
う
る
事
柄
で
は
‘
な
か
ろ
う
か
。
と
も

あ
れ
こ
こ
に
吾
々
は
、
現
代
危
機
に
直
面
し
て
旺
盛
な
る
精
神
的

針
決
を
も
っ
て
臨
ん
だ
歴
史
主
義
の
一
護
現
を
み
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。

註

(
1
)

ア
ル
ト
ハ
イ
ム
が
戦
後
公
刊
し
た
著
作
は
、
あ
る
も
の
は
奮
版

の
改
訂
増
補
版
で
は
あ
る
が
、
既
に
最
も
多
作
な
方
に
属
し
て
い

る
。
巧
即
日
石
町
田
口
広
島

z
k
r
Zロ
由
同
居
常
広
島
山
田
口
F
E
M
E
S
H
H
2・

N
f
切仏
0
・
3
ぉ・

(
a
p
N
口
一
の
ロ
0
5
0
口
巴
M
0
・同
N-H叶
N
)
・九
r
F
H
Fロ'

色
。
吋
ロ
ロ
岱
九
戸
田
町
ロ
・
。
。
田
口
庄
司
]
見
白
色
白
叩
田
m
g
由
t
m
m
H
H
肘
吋
。
σ
四
国
・

5
8・
Z
E
2宮
口

m
p叶

P
E
E
d司冊目仲・

N
E
m・
5uN
♀
自
己
目

。ロ
C
E
C
口
巴
M
3・剛山。
B
仲間口]凶由。町田口]同庁
VS-
切
F
ロ門凶

H
w

口
w

H
由
印

N
R
同
U
B仲
間
口
町
白
河
己
記
H
O
口
目
的
和
田
口
町
お
宮
町
・
国
自
己
H
W

口、

巴
包
(
門
凶
器
ロ
一
の
目
。
H
H
M
C
ロ
巴
虫
)
・
九
日
口
出
∞

Z
g
E片
付
。
ロ
ロ
仏
の
何
回
ユ
'

田8
5
c
B
-
H甲M
N

(
〔

H
P
N
Z

・
の
ロ
C
E
C
ロ
H甲山い)・

E
R
H
F
E吋
口
出
血

。
2
巳戸田町
H
H
P
P
S
H
E
-
H
目的。吋
H
O
ロ
仏
。
ロ
〉
日
お
ユ
ロ
5
・
N
H
凶仏
0

・
巴
h
F

∞

(仏
m
w
N
ロ
ぃ
。
口
。
目
。
ロ
巴

ucykrE-F
ロ
ロ
仏
国
ロ
ロ
ロ
骨
H
H
-
H
U
2
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(
円
四
日
ロ
・
。
ロ
CHHHCロ

S
M
N
)
の
2
口
何
回
同
町
官
。
門
H
2
E
g
g
-
田口
HHOHH

m匂
吋
釦

b
F
0・
H甲
MH・

(
2
)
Z
H
E
R
m
μ
ロ
的
《

HO吋
酔

5
2
J司
OH什
-
N
E叩
-
w

切

E
門
戸

H・ぃ
uc

mw-

回
日
ロ
ム
口
・

Mω
吋
日
出
・
本
書
は
序
文
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

巴
o
m
C
5
2什
g
E
H日

zssu関
口
g
仏

2

巴
芯
ロ
項
目
ロ
H
L
F

包
む
の
改
訂
精
補
さ
れ
た
も
白
で
あ
る
。
こ
む
書
白
全
般
に
づ
い

て
は
、
村
川
堅
太
郎
『
古
典
古
代
史
皐
界
の
託
況
』
西
洋
古
典
皐
研

究
I

(
一
九
五
三
年
)
一

O
四

l
一
C
大
頁
を
み
ら
れ
た
い
に
靖
国

四
郎
『
騎
兵
制
と
封
建
制
起
源
の
問
題
』
一
枇
曾
経
済
史
拳
一
九
五
三

年
二
一
ニ
七
1

二
六
六
頁
参
照
。
特
に
二
五
五
頁
以
下
は
第
一
巻
の
九

一
一
ー
一
二
四
支
、
。
cHOロ
に
闘
す
る
紹
介
が
あ
る
。

(

3

)

以
下
の
考
察
は
こ
れ
ら
の
諸
黙
を
明
確
に
す
る
目
的
白
下
に
、

主
と
し
て
督
一
質
共
に
充
貸
し
た
第
二
谷
口
I
士
号
闘
の
部
分
に
重
心

を
置
き
、
第
一
品
容
を
顧
み
な
が
ら
行
う
こ
と
と
ナ
る
。
枚
数
を
過
度

に
越
え
た
た
め
引
用
頁
は
会
都
省
略
し
た
。

ハ
4
)

回
。
wmwSFC田
に
づ
い
て
は
如
肘
・
ぐ
H
H
(
H
2
N
)
N
u
a可
同
・
匂
・

守
口
。

σ可
白
論
文
参
照
c

(
5
)

同
2
0
a
c吉
田

H
H
J
J
ω
阜
、
〈
u

さ
な
ど
白
笥
所
参
照
。

(
6
〉
開
口
仲
間
出
仲
町
四
回
目
切
に
づ
い
て
は
出
口
問
C
H
W
2
1
m
o吋一

C
O白
口
町
お
げ
件
。

色
町
田
ヨ
臼
由
。
口
出
口
F
E
E
-
H
m
v
o口
出
E

E

E
白
骨
叶

C
H
H
8宮
口
-
N

〉
ロ
出
・

HL2匂
N
H
m
H唱。ぃ・

ω-hpcu
同・

(

7

)

民
刊
誌
君
。

σ白
吋
一
-
炉
問
吋
P
2
0
5
F
H什ロ山田
E
H
B
K
Z
H
E
B
に

そ
の
領
域
が
へ
l
ロ
ド
ト
ス
の
世
界
と
同
一
で
あ
る
と
の
示
唆
は
、

上
原
官
辛
勝
教
授
、
一
橋
大
拳
講
義
(
一
九
四
九
年
)
に
よ
っ
て
奥
え

、

ら
れ
て
い
る
。
な
お
「
経
済
率
研
究
白
菜
」
(
一
橋
大
挙
新
聞
部
鴛
)

西
洋
経
済
史
篇
(
一
九
五

O
年
)
中
の
同
教
授
解
説
「
西
洋
古
典
経

済
史
」
は
、
ウ
ェ
I
バ

l
c
本
書
白
地
域
的
構
造
に
ふ
点
て
い
r

る。

F
8
)
句

g
z
B
E
C聞
に
づ
い
て
は
し
『
・

C
H
d
c
H
H
a
o口
一
阿
佐
件
。
吋
可

。同

P
H
H
2
2民
的
。
C間一門戸
HVFU可
(
S
Kお
)
H
V・
NωCH岬
J
吋・日出口
HH白色
σ
即日目九戸・

同
町
HH日
忠
臣
一
、
忠
弘

β
口
仏
関
白
叶
件
。
仏
g
E
O
H白
白
色
O
問
。
記
∞
)

の
外
に
、
古
い
が
や
は
り
依
然
と
し
て
町
叶
・
。
z
E
m
m
w
H
一
何
回
-
mロ
a

HVMV色
白
釦
HH円

H
H
J
1
(
Hお
ご
訟
。
同
・

J弓
・
関
三
ν
伊丹田口
F
o
r
・
何
回

-M-

ハ
H
2屯〉

NCBH
同
・
な
Y
」
の
研
究
か
ら
入
る
べ
き
で
あ
る
。

(
9
)
K
M
R
U
2
5
一一
Z
5仏
m
H
m白
口
問
・
口
・
同
・

N
O
H
H
)仲
間
知
OHHEロロ田・

(
印
)
但
し
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
と
イ
ン
ド
と
の
世
界
史
的
文
化
交
流
の

問
題
は
、

k
p
a日
日
当
巳
片
的
印
加
の
庄
の
E
O
K戸田
H
E
Z
B
M
1
5口
E
m
-

-口
Vmwロ

N
m
H
S
R
2
Sお
-
N
H民
自
・
に
於
て
取
扱
わ
，
れ
る
。
因
み
に

本
書
は
者
-
巧
-
同
，
R
ロ
・
吋
甘
刊
の
H
m
o
r
Zロ
官
三
位
P
E口内
H
E
-
-

E
P
5
8・
に
刺
戟
さ
れ
て
、
香
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
こ
白
慰
で
は
《
騎
馬
制
白
必
要
を
満
た
す
経
済
的
背
景
と
し
て

の
土
地
制
度
が
蛍
然
問
題
と
な
る
》
の
で
あ
り
《
騎
馬
制
と
か
騎
馬

勤
役
と
い
う
制
度
は
、
そ
れ
自
慢
で
は
封
建
制
度
を
形
成
す
る
決
定

的
き
め
手
と
は
い
い
難
い
。
そ
れ
が
決
定
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
如

く
作
用
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
そ
れ
に
遁
癒
し
、
そ
れ
を

裏
づ
け
る
濁
得
白
土
地
制
度
並
び
に
政
治
情
勢
と
結
合
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
》
(
靖
国
四
郎
、
上
掲
書
二
六
五
頁
)
と
い
う
批
列
的
指
摘

の
も
ヲ
民
理
性
に
十
分
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

(
ロ
)
ア
ル
ト
ハ
イ
ム
が
直
接
「
古
代
末
期
」
を
取
扱
っ
た
も
の
も
二
、

P 
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ー
一
橋
論
叢

第
三
十
五
品
位

第
二
滋

(

m

日
)
同
N
S
S
J込
N
m
尚一∞
c
a
p
H
担
白
血
出
口
。
ロ
O

B
山
市
民
山
田
仲

o
q
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