
濁
逸
ハ

ン
ザ
都
市
リ
二L

'7 

ク
の
成
立
に
つ
い
て

増

田

四

郎

序
一
、
九
|
十
二
世
犯
に
於
け
る
北
欧
商
業

二
、
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
市
の
建
設

一
、
回
忌
制
の
成
立

四
、
:
ま

E
F
Z
E
E
"
Z
E
片岡氏・
ε

結

語

序

「
都
市
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
欧
羅
巴
の
中
世
文
化
左
考
へ
る
も
の
に
劃
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
興
味
を
惹
起
さ
し
め
る
。
殊
に
こ
れ
に
含
ま

れ
て
ゐ
る
枇
合
的
・
経
情
的
な
る
積
極
的
意
味
は
、
欧
羅
巴
枇
舎
の
史
的
推
移
の
上
に
も
亦
新
白
し
い
或
大
き
な
局
面
展
開
の
呆
鈷
そ
想

起
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
希
臨
・
既
相
馬
の
古
代
世
界
に
於
け
る
都
市
の
活
動
は
姑
ら
く
措
い
て
聞
は
や
、
グ
ル
マ

1
ネ
ン
の
所
謂
民
族

押
明
市
場
ハ
ン
ザ
都
市
り

1
1
ベ
ッ
ク
の
成
虫
に
つ
い
て

(
増
閃
)

四
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四
銃

四

移
動
よ
り
十
二
世
紀
に
至
る
幾
百
年
の
長
き
問
、
特
殊
の
都
市
は
別
と
し
て
、
欧
羅
巴
に
於
け
る
殆
ん
ど
全
て
の
「
都
市
」
(
ず
己
的

-
S
F

白
山

4
H件

2
・
5・

ヴ
出
)

は
、
園
に
よ
り
地
方
に
よ
っ
て
、
或
ひ
は
古
代
世
界
の
生
気
な
き
形
骸
と
し
て
わ
づ
か
に
宗
教
的
乃
至
は
政
治
的
中
心

を
形
成
し
、
或
ひ
は
絶
え
ざ
る
外
敵
の
侵
略
に
劃
す
る
防
禦
的
中
心
を
な
す
傍
ら
さ
L

や
か
な
る
商
取
引
の
市
場
た
る
観
を
呈
す
る
等
の

差
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
共
に
ひ
と
し
く
経
済
的
・
法
律
的
意
味
に
於
て
そ
れ
自
ら
に
猫
立
せ
る
都
市
で
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
も
過
言
で

は
な
い
。
然
る
に
十
二
世
紀
、
殊
に
は
十
三
世
紀
以
来
、
南
欧
に
於
て
は
十
字
軍
を
、
北
欧
に
於
て
は
東
猫
逸
植
民
及
び
基
督
教
の
東
漸

を
、
各
-R

或
る
意
味
で
の
契
機
と
し
て
、
商
業
の
活
澄
な
る
活
動
と
な
り
、
更
に
は
囲
内
の
経
済
的
・
政
治
的
事
情
も
伴
っ
て
、
と
λ

に

新
し
い
意
味
に
於
い
て
経
済
的
に
猫
立
せ
る
都
市
成
立
の
機
運
が
熟
し
、
新
し
く
興
っ
た
「
市
民
」
守
口
円
出
窓
口
S
る
な
る
等
族
の
め
ざ
ま

し
い
活
動
は
都
市
自
治
権
の
獲
得
と
な
っ
て
去
は
れ
、
こ
L

に
法
律
的
に
も
猫
立
せ
る
都
市
が
欧
羅
巴
一
の
各
地
に
建
設
せ
ら
れ
、
護
生
す

る
と
と
L

な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

尤
も
か
L

る
現
象
は
十
二
・
三
世
紀
に
至
っ
て
突
如
と
し
て
起
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
前
後
を
詳
細
に
顧
み
る
と
き
、
そ
こ
に
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
新
局
面
を
産
み
出
す
教
か
ぎ
り
た
き
枇
命
的
・
経
済
的
現
象
を
見
川
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
ま
た
、
欧
羅
巴
中
世
文
化

の
末
期
左
彩
る
「
都
市
」
の
文
明
史
的
推
移
を
静
観
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
流
れ
る
欧
洲
文
明
の
大
き
な
動
揺
を
魔
え
る
と
と

も
に
、
来
る
ぺ
き
新
し
き
時
代
精
耐
を
理
解
す
る
鍵
の
、
そ
の
裡
に
秘
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ら
う
。
費
に
中
世
「
都
市
文

明
」
と
そ
蹴
羅
巴
近
世
突
を
飾
る
市
民
階
級
の
光
開
あ
る
活
動
精
神
の
母
碑
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
ο

自
治
権
を
有
し
て
領
主
と
艶
立
し
、
常
に
活
動
の
単
位
と
な
っ
て
存
在
し
た
蹴
羅
巴
の
「
都
市
」
な
る
現
象
は
、
臥
羅
巴
自
憧
の
歴
史

に
於
け
る
「
中
世
し
の
一
特
徴
た
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
ま
た
東
洋
諸
邦
の
匪
史
と
封
比
す
る
意
味
に
於
て
の
西
洋
史
の
一
特
色
を
た
す



も
の
で
は
‘
な
か
ら
う
か
。

と
は
い
へ
わ
れ
わ
れ
比
今
こ
λ

に
欧
洲
中
世
都
市
一
般
の
も
つ
特
色
を
描
き
出
さ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
び
と
し
く
「
中
世
都

才

市
」
と
は
呼
ぶ
も
の
ヘ
各
地
方
特
殊
の
事
情
と
各
園
闘
民
性
の
相
遣
に
よ
っ
て
、
成
立
せ
る
姿
に
於
け
る
都
市
そ
の
も
の
ふ
中
に
自
ら

た
る
興
味
あ
る
特
徴
を
表
は
し
て
ゐ
る
こ

E
は
、
後
世
の
他
の
諸
制
度
に
於
け
る
と
同
様
、
こ
与
に
吏
め
て
述
べ
る
必
要
な
き
事
費
で
あ

る
。
併
し
た
が
ら
か
λ

る
特
色
は
何
故
に
、
ま
た
如
何
に
し
て
現
は
れ
来
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
換
一
一
目
す
れ
ば
各
困
の
都
市
は
各
々
別
個

の
事
情
を
前
提
と
し
て
最
初
よ
り
か
λ

る
特
色
を
約
束
さ
れ
て
ゐ
た
と
観
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
或
び
は
ま
た
大
憧
同
一
の
事
情
を
前
提

ォ

し
な
が
ら
、
そ
の
成
立
の
過
程
に
於
て
白
ら
か
λ

る
特
異
性
を
招
致
し
た
と
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
も
し
後
者
の
見
透
し
が
許
さ
る
斗

た
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
か
与
る
特
異
性
の
現
出
を
支
へ
る
カ
を
い
づ
こ
に
求
む
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
更
に
は
又
、

一
因
。
都
市
に
於
て
も

各
都
市
は
夫
々
個
別
的
特
殊
性
を
去
は
し
て
は
居
な
い
で
あ
ら
う
か
。
か
く
の
如
く
し
て
わ
れ
わ
れ
の
疑
問
は
限
り
な
く
提
出
せ
ら
れ
て

行
く
。か

ぶ
る
幾
段
か
の
特
色
を
う
か
ど
ひ
知
ら
ん
が
た
め
に
は
、
史
事
研
鎮
の
初
歩
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
須
ら
く
史
的
推
移
の
或

る
何
等
か
D
大
い
た
る
基
黙
を
た
す
と
田
山
は
れ
る
い
と
も
小
さ
き
問
題
の
徹
底
的
な
る
解
明
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ

が
今
、
前
述
十
二
・
三
世
紀
に
於
け
る
都
市
文
明
成
立
の
波
に
乗
じ
て
バ
ル
ト
海
の
一
隅
に
強
生
し
、
後
世
北
欧
商
業
白
主
憧
と
た
っ
て

活
動
す
る
猫
逸
ハ
ン
ザ
の
輝
や
か
し
き
盟
主
と
た
っ
た
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
(
H
L

己
ug-じ
と
い
ふ
一
滴
逸
都
市
の
建
設
を
究
め
ん
と
す
る
努
力

も
、
全
く
こ
の
意
味
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
と
の
企
て
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
リ
ュ

l

ペ
ッ
ク
市
建
設
の
特
殊
の
姿
を
知
る
と
同
時
に
、

他
方
に
於
て
は
調
逸
都
市
一
般
の
持
つ
特
色
の
一
端
を
も
う
か
ど
は
ん
と
欲
す
る
弐
第
で
あ
る
ο

濁
逸
ハ
ン
ザ
都
市
リ
ュ

1
ペ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
帯
同
)

一
四
三
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四
裁

一
四
回

木
論
に
入
る
に
さ
き
立
ち
、
問
題
の
所
在
を
よ
り
明
か
に
し
、
併
せ
て
時
代
D
背
景
を
窺
ふ
一
助
と
し
て
、
九
世
紀
よ
り
十
二
世
紀
に

至
る
猫
抱
一
圏
内
、
殊
に
は
北
融
商
業
心
意
義
を
考
へ
て
見
ょ
う
。

基
督
教
化
の
傘
き
使
命
E
フ
ラ
ン
ク
王
国
北
境
確
保
の
必
要
と
に
よ
っ
て
‘
三
十
齢
年
む
長
き
歳
月
に
亘
っ
て
行
は
れ
た
カ
ー
ル
大
帝

の
ザ
ッ
グ
セ
ン
経
替
は
、
こ
の
地
方
、
わ
け
で
も
ヱ
ル
ベ
河
以
北
の
地
に
於
け
る
濁
逸
商
業
活
動
に
貢
献
す
る
と
こ
る
大
で
あ
っ
た
と
同

時
に
、
そ
の
後
に
於
け
る
北
方
諸
民
族
の
基
督
教
化
と
、
東
滴
遁
植
民
運
動
と
に
力
強
き
基
礎
を
輿
へ
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

想
ふ
に
甫
猫
ド
ナ
ウ
・
ラ
イ
ン
雨
河
の
地
方
に
つ
き
で
は
姑
く
問
は
や
と
す
る
も
、
東
北
園
境
の
諸
地
方
に
闘
し
て
は
、
九
世
紀
の
初

め
既
に
そ
こ
に
猫
逸
商
人
と
ス
ラ

l
グ
ェ
ン
、
ア
グ
ァ

1
レ
ン
等
D
諸
民
族
と
の
相
蛍
密
接
な
商
取
引
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の

(

一

一

)

即
ち
有
名
な
八

O
五
年
の
カ
ー
ル
大
帝
の
勅
令
に
見
え
る
切
号
向
。
邑
F
m岳
8
2白
「
属
高
倉
ヴ
同
品
祖
国
民
耳
F

同
色
白
骨
P
丘
、
同

42各自

-Hagu
匂

E
Bゲ
2
旬、同一面的

B
由
ヴ
日
m
w
F
o
z
v
等
の
地
名
は
、

一
方
に
於
て
は
他
民
族
に
劃
す
る
園
境
要
塞
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
他
方

に
於
て
は
商
取
引
の
地
方
的
中
心
を
な
す
園
境
市
場
の
額
著
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

然
る
に
八
一
四
年
の
大
帝
D
死
は
)
或
る
意
味
に
於
て
エ
ル
ペ
以
東
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
政
治
的
進
出
を
鈍
ら
し
め
る
結
果
と

た
ヴ
た
の
は
、
ま
た
止
む
を
得
ざ
る
自
然
の
数
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
ω

克
も
そ
の
子
ル

1
ド
ウ

J
4
ヒ
(
伊
豆
デ
弔
問
問
ル
・
吋
-

(

三

)

(

四

)

∞
円
、

T
2
3
に
よ
る
北
方
軟
化
の
努
力
、
殊
に
多
年
の
懸
案
と
も
い
ふ
べ
き
ハ
ン
プ
ル
グ
大
司
教
匿
の
設
置
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た



九

五

)

(

六

)

と
し
て
も
、
そ
の
死
後
に
於
け
る
政
治
的
支
持
カ
心
訣
乏
と
、
出
渓
常
た
き
北
方
ノ
ル
マ
ン
民
族
の
侵
入
は
、
こ
の
地
方
に
於
け
る
商
業

交
易
む
ノ
ル
マ

I
ル
た
成
育
を
妨
止
す
る
結
果
を
賀
ら
し
た
。

か
く
の
如
く
し
て
、
信
仰
・
教
養
・
政
治
三
者
の
揮
然
た
る
融
合
の
裡
に
、
統
一
一
幽
家
の
進
む
べ
き
道
を
め
ざ
し
た
カ
I
ル
大
帝
の
政

(
七
)

策
は
、
そ
の
死
後
幾
許
も
あ
ら
や
し
て
早
く
も
破
綻
を
白
川
る
に
至
っ
た
。
印
ち
政
治
史
上
の
大
問
題
た
る
園
家
分
裂
に
つ
い
て
は
勿
論
、

東
北
園
境
の
地
に
於
て
も
、
信
仰
と
政
治
と
は
最
早
や
共
同
の
歩
調
が
と
り
得
な
く
な
っ
た
の
を
見
る

3

換
言
せ
ぽ
、
九
世
紀
中
期
よ
り

十
二
世
記
初
頭
に
至
る
二
世
紀
今
の
問
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
一
世

9
5
lぉ
。
)
及
び
オ
ッ
ト

1

一
世

(
C
S
l巧
ω)
に
よ
る
ヱ
ル
ベ
・
ザ

〔

八

)

l
レ
地
方
の
経
営
及
び
東
北
諸
民
族
と
の
交
渉
を
除
い
て
は
、
調
逸
の
政
治
的
関
心
は
全
く
圏
内
及
び
南
欧
に
向
け
ら
れ
、
組
織
的
な
北

方
進
出
の
企
て
は
殆
ん
ど
そ
の
跡
を
結
ち
、
わ
づ
か
に
殉
教
の
血
に
燃
え
る
員
撃
た
る
一
部
基
督
敢
徒
の
布
教
が
捜
け
ら
れ
た
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
た
が
ら
北
欧
異
教
徒
に
劃
す
る
こ
の
俗
ま
ざ
る
布
教
の
努
力
こ
そ
、
甫
肱
諸
国
の
型
非
に
反
し
て
調
逸
型
界
に
永
く
一
一
脈
の

緊
張
味
を
漂
は
し
め
得
た
大
き
な
原
因
で
あ
づ
た
と
と
を
想
ふ
時
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
精
神
史
上
の
大
い
友
る
興
味
を
覚
え
ざ
る
を
特

h
k

、。

み

ι
、h

v上
越
せ
る
如
き
事
情
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
世
紀
今
に
豆
る
時
代
は
、
北
駄
に
於
け
る
所
間
「
基
督
教
化
」

(
C
V岡山
E
R
P旦
回
目
。
門
戸

g
m〉
の

準
備
時
代
と

6
い
ひ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
布
教
の
献
身
的
努
力
に
伴
ふ
商
業
闘
係
の
存
在
は
勿
論
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
れ
以
上
に
基
督
教
化
の
運
動
が
問
題
の
核
心
を
な
し
て
ゐ
る
の
在
見
る

d

印
ち
調
逸
一
般
に
文
書
作
製
の
風
が
最
も
鹿
れ
た
十
・
十
一

(九〉

世
紀
に
闘
し
て
、
商
取
引
の
事
費
を
読
す
る
文
書
の
快
乏
よ
り
直
ち
に
こ
れ
を
判
断
す
る
こ

k
は
、
最
も
危
険
な
企
て
ど
は
あ
る
が
、
そ

れ
に
し
て
も
越
さ
れ
た
る
断
片
的
資
料
よ
り
推
し
て
、
こ
り
期
の
猫
謹
商
人
心
活
動
は
、
同
時
代
白
他
民
族
五
び
十
二
世
紀
末
期
以
降
り

組
制
品
坦
一
ハ

y
d
y

都
市
リ
ュ
1
ベ
ツ
タ
の
成
立
に
つ
い
て

(
栴
凶
U

四
五
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、、

彼
等
自
身
の
活
動
に
比
し
て
、
決
し
て
よ
り
積
極
的
た
も
の
で
は
た
か
っ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
ο

第
白
時
四

一
四
六

か
く
し
て
こ
L

に
わ
れ
わ
れ
は
、
加
特
力
教
舎
の
煩
些
た
る
悶
襲
と
、
土
地
へ
の
附
属
閣
を
強
ひ
る
荘
園
制
度
の
束
縛
か
ら
未
だ
醒
め
ぬ

西
欧
羅
巴
に
、
遊
刺
た
る
園
際
商
業
の
主
役
を
演
じ
た
も
の
と
し
て
、
南
方
ア
一
フ
ピ
ヤ
人
と
北
方
ノ
ル
マ
ン
人
心
活
動
を
挙
げ
た
け
れ
ば

(

一

O
)

な
ら
ぬ
。

「
北
極
星
が
天
頂
に
輝
く
琉
泊
の
海
」
と
し
て
平
く
よ
り
古
代
人
に
知
ら
れ
て
ゐ
た
パ
ル
ト
海
の
沼
岸
は
、
た
ど
に
そ
の
琉
泊
ば
か
り

で
た
く
、
「
闇
白
園
当
日
出
ゆ
」
と
呼
ば
れ
る
北
露
の
毛
皮
と
共
に
南
欧
人
の
注
意
を
惹
い
て
ゐ
た
。
而
し
て
ピ
ザ
ン
ツ
の
興
隆
、
ア
ラ
ピ
ヤ

同
教
園
の
驚
く
べ
き
隆
盛
は
東
南
欧
羅
巴
及
び
西
南
亜
細
亜
を
し
て
世
界
商
業
の
中
心
た
ら
し
め
た
。
こ
の
頃
以
来
ア
ラ
ピ
ヤ
人
其
他
ピ

ザ
ン
ツ
商
人
の
活
動
が
益
k

活
況
を
是
し
、

一
方
に
は
地
中
海
を
経
て
南
欧
に
、
他
方
に
は
ヴ
ォ
ル
ガ
・
ド
ゥ
ニ
ヱ
プ
ル
雨
河
を
経
て
バ

ル
ト
海
に
遇
守
る
商
路
白
稜
遣
を
見
る
に
至
っ
た
。
現
A
7
欧
雑
巴
諸
園
の
商
業
用
語
が
K
3
く
ア
ラ
ビ
ヤ
人
の
言
葉
よ
り
檎
承
せ
ら
れ
て
ゐ

(

一

一

一

)

る
事
責
は
、
中
世
初
期
及
び
中
期
に
於
け
る
東
西
雨
洋
商
業
の
仲
介
者
た
り
し
こ
の
民
族
の
重
要
性
を
物
語
る
も
の
と
い
へ
ょ
う
。

弐
に
北
欧
ス
カ
ン
デ
ナ
グ
ィ
ア
を
本
因
T

と
す
る
瑞
典
・
諾
威
白
諸
民
族
及
び
了
抹
人
も
、
八
世
紀
末
以
来
漸
く
北
海
及
び
バ
ル
ト
海
商

業
に
活
遊
た
延
山
山
を
示
し
て
来
る
。
即
ち
八
世
粗
末
よ
り
十
一
世
紀
前
牛
に
及
ぶ
所
謂

(

一

一

ニ

)

和
を
撹
乱
し
布
敬
の
努
力
を
水
泡
に
蹄
-
せ
し
め
た
け
れ
ど
も
、
之
を
以
て
直
ち
に
無
謀
に
し
て
野
審
な
る
海
賊
の
業
に
過
ぎ
ぬ
と
翻
る
こ

君
子
宮
官
民
出
向
。
は
、
幾
度
か
基
督
教
固
の
千

と
は
許
さ
れ
た
い
。
と
れ
等
の
民
族
に
工
る
愛
関
・
英
蘭
・
ノ
ル
マ
ン
ヂ
1
及
び
東
欧
露
西
斑

(HHSEEL)
の
移
住
及
び
建
問
段
、

(
一
四
)

そ
の
商
業
・
海
運
・
文
化
に
於
け
る
貢
献
と
共
に
所
謂
「
新
し
き
民
族
移
動
」
?
と
し
て
正
営
に
再
評
併
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

更
に
ま
た
、
上
越
同
民
放
の
間
に
伍
L
て
北
欧
商
業
に
重
要
た
地
位
を
占
め
た
も
の
と
し
て
、

フ
リ

1
ス
ラ
ン
ド
人
・
フ
ラ
ン
デ
ル
ン



人
・
濁
逸
人
及
び
ユ
ダ
ヤ
人
在
若
過
し
て
は
な
ら
ぬ
。
殊
に
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ド
の
羊
毛
工
業
は
九
世
紀
の
初
め
既
に
正
目
す
べ
き
護
展
生

〔
一
主
)

と
げ
、
そ
の
毛
織
物
は
圏
内
市
場
。
み
た
ら
や
7

遠
く
瑞
典
に
ま
で
も
輸
出
せ
ら
れ
て
ゐ
た
ο

そ
の
後
ノ
ル
マ
ン
民
族
の
掠
奪
に
よ
ヲ
て
こ

の
地
方
は
大
き
た
経
済
的
打
撃
を
蒙
づ
た
が
、
十
一
世
紀
初
回
復
興
白
緒
に
つ
き
、
加
ふ
る
に
こ

ω
頃
よ
り
特
に
盛
ん
と
な
っ
た
フ
ラ
ン

デ
ル
ン

D
羊
毛
工
業
と
共
に
、
毛
織
物
D
北
欧
商
業
に
占
む
る
地
位
は
益
s
強
国
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
其
他
諸
多
の
商
品
が
こ
れ
等

(
一
六
)

各
地
の
商
人
に
よ
っ
て
英
蘭
及
び
北
方
諸
園
に
資
ら
さ
れ
た
こ
と
は
僅
少
た
る
資
料
よ
り
断
片
的
に
う
か
ど
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

か
く
し
て
こ
れ
等
上
述
せ
る
諸
地
方
の
商
人
に
よ
っ
て
、
金
・
装
飾
品
・
絹
・
絹
織
物
・
香
料
等
D
東
洋
心
商
品
、
毛
皮
・
蝋
・
奴
隷
・

琉
泊
・
鷹
・
干
鱈
等
白
露
西
亜
及
び
北
方
語
圏
の
物
産
、
武
器
・
中
胃
・
銅
・
食
胞
・
毛
織
物
・
葡
萄
柑
・
羊
毛
等
白
酉
蹴
経
口
心
物
貨

が
夫
、
R

相
互
に
取
引
せ
ら
れ
、
東
西
雨
洋
或
ひ
は
南
北
開
欧
羅
巴
の
市
場
に
賀
ら
さ
れ
た
。
尤
も
中
世
初
期
に
於
け
る
こ
れ
等
商
品
の
、

(
一
七
)

数
量
及
び
交
換
の
精
度
、
従
っ
て
ま
た
各
商
品
が
全
北
欧
商
業
に
占
め
る
意
義
に
至
A
J

て
は
、
史
料
の
性
質
よ
り
殆
ん
ど
知
る
由
も
な
い
。

(
一
八
」

故
に
こ

D
問
題
白
解
決
は
向
後
白
歴
史
地
理
撃
及
び
考
古
撃
の
研
究
に
侠
つ
所
大
で
あ
る
と
い
は
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ォ

そ
と
に
自
ら
な
る
商
業
都
市
の
繁
柴
を
見
る
。
い
ま
か
く
し
て
繁
柴
し
た
昔
時
の
町
々
の
北

市
し
て
こ
れ
等
商
品
白
集
散
さ
る
L

所、

欧
商
業
に
闘
係
あ
る
主
た
る
も
の
を
奉
ぐ
れ
ば
共
の
却
く
で
あ
る
。

(
一
九
)

東
欧
方
面

'Z044
∞-
c
g
p
出
己
ぬ
号
、
関
山
0
5

(

一

)

P
W
C
F

司
Z
白日目円切

句

B
B
U
L
F
v
g田
HP43
4J1EOH)Erw 
句
古
田
町
臣
、

吋己
p
w

(
一
一
) m

E
C
H
自
由
】
♂
足
。
Z
F
F
民
宮
出
]PHi
由時
4
S
H
P
4司
自
N
、
同

Ewm語
、
町

EM叫
・

〔ニ
O
)

北
欧
方
面

(
一
一
一
)

西
欧
方
面

出
昨
日
同

MHUJEW
∞
P
出
角
的
申

HMwmwH∞
吉
ロ
タ

m
t
o
r
r
C
H
E
W

。。2pロ仏
(
J
4山
田
げ
い
『
)
・

(

一

ニ

)

m
r
E
g
d
i
m
-
出
。
含
ゲ
u
J

豆
諸
色
合
}
)
号
mH
一-m
g
h
r
u
H
W
P己
。
当
日
F
同
氏
F
Pげ
gw
匂酔円。。
HHF
句
。
同
副
作
p
白
F

-
2
M
m
s
 

濁
逸
ハ
ン
ヂ
都
市

F
ュ
1
ベ
ッ
ク
の
成
玄
に
つ
い
て

(
靖
国
)

一
四
七
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切
巳
2
・
何
回
日
間
-9
切
宮
目
。
ロ
・
国
E
Eゲ
E-m-FCロ(凶
c
p

(一一一一)

し
か
し
友
が
ら
、
こ
れ
等
多
数
の
町
々
の
或
る
も
の
は
今
は
そ
の
所
在
さ
へ
定
め
難
き
ほ
ど
に
跡
形
も
な
く
泊
減
し
、
或
る
も
D
は
僅

(一一一一一)

か
に
片
岡
合
の
町
と
し
て
古
き
悌
左
と
ど
め
、
ま
た
戎
る
も
D
は
近
代
都
市
に
乗
移
っ
て
華
や
か
な
繁
栄
を
示
し
て
ゐ
る
。
か
λ

る
多
く

そ
れ
自
ら
十
二
・
三
世
紀
都
市
勃
興
時
代
句
史
的
意
義
を
ネ
ガ
テ
ィ

l
グ
に
暗
示
す
る
と
こ
る
大
で
あ
る
と
い

の
町
々
白
興
亡
盛
衰
は
、

ふ
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

翻
っ
て
猫
遁
園
内
の
経
済
事
情
を
観
る
に
、
中
位
初
期
を
通
じ
て
遍
在
し
て
ゐ
た
グ
ル
ン
ド
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
ハ
C
E
P己
5
3
E白
伊
え
ご

の
一
世
品
目
的
経
済
的
関
係
は
、

十
・
十
一
世
相
の
頃
漸
く
内
面
的
理
化
の
萌
芽
を
現
は
し
、
複
雑
な
諸
事
情
心
強
生
は
、
こ
ふ
に
共
に
来
る

ベ
き
新
し
き
形
態
へ
の
過
渡
期
を
現
出
せ
し
め
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
費
蓮
の
経
過
を
都
市
護
生
の
問
題
に
闘
す
る
限
り
に
於
て
一
瞥
し

な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。

想
ふ
に

C
2
E臼
何
回
世
円
円
田
口
H
H
P
津

は
最
初
よ
り
必
や
し
も
則
自
足
的
な
経
済
を
営
ん
で
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
領
内
の
過
剰
物
資
は
、
他
領
乃

至
は
他
園
の
生
産
品
と
交
換
す
る
た
め
に
市
場
に
持
出
さ
れ
、
商
取
引
が
行
は
れ
た
こ
と
は
否
む
べ
か
ら
ざ
る
事
責
で
あ
る
。
即
ち
エ
ル

ザ
ス
(
呂
田
富
田
)
の
葡
萄
酒
が
九
世
紀
以
来
ケ
ル
ン
の
市
場
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
の
を
初
め
、
穀
物
・
乾
酪
・
蜂
蜜
・
蝋
・
家

(
二
四
)

禽
・
魚
類
・
臨
等
が
、
各
地
の
市
場
に
於
て
取
引
せ
ら
れ
た
こ
と
は
資
料
に
散
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ο

而
し
て
ま
た
、
こ
れ
等
闘
内
諸

物
産
の
取
引
の
外
に
、
前
述
せ
る
ア
ラ
ピ
ヤ
人
・
ノ
ル
マ
ン
人
を
初
め
、

シ
リ
ヤ
人
・
ユ
ダ
ヤ
人
共
他
南
欧
諸
園
の
問
調
遠
隔
地
商
人
が

各
地
の
商
品
を
圏
内
市
場
に
粛
ら
し
て
ゐ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
然
ら
ば
か
-
A

る
交
易
の
中
心
た
る
市
場
と
は
何
で
あ
ら
う
か
。

少
く
と
も
公
の
市
(
回
開
局
冨
)

に
閲
し
て
い
へ
ば
、

メ
ロ
グ
イ
ン
グ
王
朝
を
通
じ
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
の
初
期
ま
で
は
、
そ
れ
は
主
と
し



内
二
五
)

て
土
地
所
有
者
と
し
て
の
閤
王
が
、
彼
自
身
の
所
領
内
に
設
け
た
年
市
乃
至
遁
市
の
施
設
で
あ
っ
た
。
か
L

る
市
の
開
か
る
λ

慮
、
印
ち

市
場
(
民
号
E
H
L
E
N
)
で
あ
り
、
園
王
は
同
時
に
そ
の
市
場
領
主

〈
]
再
開
園
、
円

]avoロ-一)
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

然
る
に
カ
ロ
リ
ン
グ
王

朝
末
期
、
殊
に
オ
ッ
ト

l
諸
帝
の
時
代
に
入
っ
て
よ
り
、
園
王
の
諸
権
利
が
聖
俗
雨
界
の
貴
族
に
贈
興
せ
ら
れ
る
傾
向
生
じ
、
市
場
も
亦

岡山

[
P円一日同
456mp]{

園
家
権
力
の
保
持
肴
と
し
て
の
園
王
よ
り
所
謂

U
F島
町

2
E
と
し
て
こ
れ
等
貴
族
に
附
興
せ
ら
る
ミ
こ
と
L

た
っ
た
。
か
く
し
て

の
閥
係
が
護
生
れ
一
向
。
か
与
る
過
程
を
経
て
、
間
王
の
諸
擢
利
を
賓
一
質
的
・
個
別
的
に
吸
牧
す
る
大
小
聖
俗
諸
貴
族
の
特

殊
勢
力
こ
そ
、
九
世
紀
以
降
中
世
調
逸
の
法
制
史
上
に
興
味
あ
る
問
題
を
供
す
る
も
の
と
い
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

加
ふ
る
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
一
世
以
来
、
オ
ッ
ト
I
諸
帝
に
よ
る
都
市
建
設
の
政
策
は
、
動
機
に
於
て
は
、
戦
時
に
備
へ
る
た
め
の
も
D

(
二
七
)

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
ザ
ッ
グ
セ
ン
其
他
の
地
方
に
建
設
せ
ら
れ
た
多
数
の
都
市
は
、
来
る
べ
き
新
し
き
時
代
に
劃
し
て
決
定
的
た
素

地
を
興
へ
た
も
の
と
思
ふ
。
こ
の
傾
向
と
並
ん
で
、

足
首
宮
が
い
は
ど
常
設
的
市
場
白
性
質
を
帯
び
来
た
り
、
経
済
事
情
の
費
還
に
伴

ふ
農
民
の
市
場
へ
の
移
住
は
、
西
南
満
謹
の
古
き
都
市
に
は
新
市
直

(Z.23g丘
〉
の
繁
柴
を
来
た
し
、
園
内
各
地
に
は
新
し
き
市
場
建

(一一八)

設
(
冨
号
宮
∞
島
一
回
門
H
H
H
H
H
m

む
を
賀
ら
す
と
と
・
ふ
た
っ
た
。
ま
た
こ
の
頃
よ
り
起
る
民
号
E
N
4
Pロ
ぬ
の
必
要
は
、
公
白
市
場
以
外
の
商
取

(
二
九
)

引
の
護
達
を
逆
に
詮
寸
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

か
く
の
如
く
し
て
十
一
・
二
世
相
に
入
り
、
滴
逸
園
内
に
は
貨
幣
経
済
へ
の
過
渡
期
が
現
出
す
る
。
か
λ

る
流
通
経
済
的
要
素
の
護
生

に
づ
い
て
は
、
数
限
り
な
き
原
因
が
翠
げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
た
ど
こ
与
に
そ
白
著
し
き
も
む
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
十
・
十
一
世
紀
以

彦三来
とQ盛
、ん

甫 と
欧な
諸つ
園た
就 m

Eド互
伊長
太極.
利自
と.
の同
密売
接♂
た u1
Z下き
浄宮
を B
きら
る月.
に::;.
、由

と出

'，:' 

め F
よ ER
う 己

O 吋

ヨq
iJit . 
通型
軽5-
済 E
的 P
要
素早
co ~ 

普 器
及等
はに
、於

土け
土'tf5る

経貴
持金
邸属
ち殊
グF に

ル銀
ンの
ド 生

相
判
逸
ρ

ン
ザ
都
市

p
ュ
1
ペ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
櫓
閏
)

一
四
九
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一
五

O

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
内
部
に
も
注
目
す
べ
き
費
化
D
萌
芽
を
欝
ら
し
め
た
。
農
民
の
土
地
相
績
闘
係
の
費
化
、
移
住
者
及
び
手
工
業
者
の
出

現
、
貨
幣
に
よ
る

NHE
の
納
付
、
ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
ン
(
イ
ロ
ロ
宮
広
CHU
制
度
の
解
僅
、
土
地
従
属
関
係
よ
り
の
解
放
、
聖
回
作
の
世
俗
化
、

グ
ル
ン
ド
ヘ
ル
の
企
業
化
、
農
民
地
位
の
向
上
等
は
み
な
ひ
と
し
く
か
L

る
風
潮
よ
り
さ
ぜ
る
費
化
に
外
た
ら
起
に
。
尤
も
こ
れ
等
の
各

各
白
経
過
は
、
地
方
に
よ
っ
て
夫
K

特
殊
の
様
態
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

一
様
に
判
断
す
る
こ
と
の
極
め
て
危
険
た
る
は
い
ふ
ま

で
も
な
い
が
、
先
づ
一
躍
'
は
上
誌
の
如
く
い
へ
る
と
忠
ふ
。

九
世
紀
よ
り
十
二
世
紀
に
至
る
猫
逸
及
び
北
駄
の
諸
園
は
、
上
越
せ
る
如
く
決
し
て
「
商
業
た
き
暗
黒
世
界
」
で
も
単
な
る
「
未
聞
の

地
」
で
も
な
か
っ
た
ο

わ
れ
わ
れ
は
こ
λ

に
こ
の
時
代
に
於
け
る
流
通
経
済
的
要
素
の
僅
少
を
主
張
す
る
一
般
論
者
の
説
の
安
営
な
ら
ざ

一
部
論
者
に
よ
る
貨
幣
経
済
的
要
素
過
大
観
白
額
向
を
警
戒
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
然
ら
ば
こ
の
期
白
商
業
を
如
何

る
を
思
ふ
と
同
時
に
、

に
特
色
づ
け
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

想
ふ
に
商
品
の
流
通
は
歴
史
D
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
存
在
す
る
事
責
で
あ
る
。
従
っ
て
流
通
の
有
無
は
そ
れ
自
ら
時
代
の
特
徴
を
把
握
す

る
基
礎
と
は
た
り
特
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
寧
ろ
そ
の
流
通
を
支
へ
る
背
景
乃
至
は
時
忌

m
Z
に
こ
れ
を
求
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。

と
の
時
代
に
於
け
る
遠
隔
地
商
人
と
し
て
の
ア
ラ
ピ
ヤ
人
・
シ
リ
ヤ
人
・
ユ
ダ
ヤ
人
及
び
ノ
ル
マ
ン
人
の
商
業
に
つ
き
で
は
、
更
に
夫

夫
詳
細
た
る
研
究
に
侠
つ
べ
き
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
営
商
の
問
題
た
る
猫
逸
人
に
闘
し
て
い
へ
ば
、
彼
等
の
商
業
が
、
後
世

に
見
る
如
き
商
業
政
策
の
ト
レ

1
ガ
1
1
1
1
都
市
或
び
は
園
家
の
如
き
ー
ー
を
訣
い
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
は
最
も
注
目
す
べ
き
要
知
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
蛍
時
の
猫
逸
建
設
都
市
は
、
他
動
的
に
作
ら
れ
た
る
都
市
で
あ
り
、
い
は
ど
外
側
の
事
情

l
l地
理
的
・
軍
事
的
・
政

治
的
・
宗
教
的
ー
ー
ー
に
依
っ
て
、
各
商
人
の
食
す
る
市
場
に
過
ぎ
や
ノ
、
そ
れ
自
ら
自
治
僅
と
し
て
有
す
る
内
面
的
・
積
極
的
た
力
を
昧
い
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東
京
商
科
大
準
研
究
年
報

経
済
亭
研
究

第
四
波

一
五
凶

誌
)

u

(

民
政
ロ
③
一

F
m
p・
c
-
m
由H
由
i
i
g
N

所
牧
)
の
記
惑
を
凡
ょ
。

(
一
一
一
ニ
)

そ
の
中
特
に
注
意
す
べ
き
町
は
国
己
戸
C
4貯
(
切
号
白
書
記
出

4
2
5
)
で
あ
る
。
エ
ル
ペ
の
支
流
出
H

恵
国
2
4
H

の
畔
、
今
日
僅
か
に
二
千
の
人

口
を
有
し
て
そ
の
名
を
時
間
す
こ
の
町
は
、
わ
れ
わ
れ
の
町

F
5
2
r
建
設
以
前
に
於
け
る
最
も
繁
祭
し
た
北
欧
商
業
中
心
の
一
ヲ
で
あ
っ
た
。
然
る

に
諸
々
の
政
治
的
・
経
済
的
事
情
に
よ
っ
て
、

F
己
〕
。
島
市
建
設
後
念
激
に
そ
の
存
在
意
義
を
失
っ
た
。
と
の
爾
都
市
の
盛
衰
は
後
遺
ナ
る
わ
れ
わ

れ
の
問
題
に
直
接
興
味
あ
る
閥
係
を
持
づ
て
ゐ
る
。

(
二
四
)

当
-
m
c
B
Z吋
け
日
匂
耳
目
白
向
。
目
。
吉
町
広
告
由
自
己

mw
臼・

k
r
E
-
F
W
嵐
官
。
r
B
U・

HA山
匂

N
H
m
w
H
U
H
p
a・
DGHH・
倫
ほ
ま
た
と
戸
宮
町

mor

の
諸
著
を
見
よ
。

〔
一
一
五
)

m-
目
。

z
o
z
r
出

2
z
d一ロ島

m
g
a
u
H
a
H
)民的・

Z
U
3
m・
5
ぬ

-
h
p
m。げ可申向。円
U
H
。
VHげ
E
V
弘
吉
弘
@
戸
市

E
阿
国
ロ
切
g
z
m
m
g
o
V
H。
v
F

由・

L
F
戸
出
・
回
。
円
HHP
¢・

H
h
o
同町
N
同開"同国一日

p
m・問。品開・

(
一
一
六
)

m・】凶同。一宮。
r⑦
r
p・
p・
c・
m-HU品川・

(
二
七
)

ハ
イ
ン

F
ッ
ヒ
一
世

(
2
D
1
8
3
よ
り
オ
γ

ト
1
務
日
常
を
経
て
ハ
イ
シ

F
Y
ヒ
四
世

(
J
8
8
1
H
H
c
o
u
に
至
る
二
世
組
問
の
都
市
建
設
に

づ
き
で
は
次

D
二
論
文
が
あ
る
o

町
問
。

MH4MmH
匂
2
z。げ
g
m
H
E
g
d司
⑦
宮
ロ

N回可

N⑦
Mr
色
。
同
。

g
o
g
g
c
E
E巧
9
E
4印
〔

U
M
m
g可
g
t
cロ門戸・

1
H同HCF
吋円

vr肖
z
s
a
-
d口同
Z
5・
国

gmHmzch
句
・
匂

mBpaH
切
丘
町
民
目
。

NU吋
の
の

E
E
o
v
g
白
⑦
同
岱
。
ロ

g
c
v。ロ

m注目白
g
N回
H
N⑦
広
角
。
吋

pmEHna

Mmcr。
口
同
盟
、

H
E
3
切】司
SHpdu
日[∞叫巴(】
U同ω由
⑦
同
時
三
宮
ロ
白
・
町
一
EHem-
句

m'rロ
宗
主
白
・
守
口

M
4
2田・】凶同
S
H
P戸)。

前
者
に
よ
れ
ば
、
ォ
ッ
ト

1
ネ
ン
時
代

の
濁
遜
建
設
都
市
一
五
八
を
算
へ
、
そ
の
内
諜
を
見
る
に
、
ザ
?
ク
セ
シ
一

O
一
ニ
、
口

1
ト
ザ
シ
ゲ
ン
一
八
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
一
九
、
シ
ユ
ワ

1
ベ
ン

九
、
バ
イ
エ
ル
シ
九
と
な
っ
て
ゐ
る
。
使
用
せ
る
史
料
の
性
質
よ
り
見
て
必
子
し
も
会
卒
な
る
数
字
と
は
い
へ
ね
が
、
ヂ
ッ
ク
セ

γ
地
方
の
都
市
建

設
の
多
き
に
驚
か
ぎ
る
を
符
な
い
。

(
二
八
)

同
-
H
P宮
町

H
2
E
H
句
2
g
o
Z
C⑦
m
o
E
C
F
F
∞
-
E・
白
・
〉
戸
戸
出

3
H
E
L
D
M山、

m・
2
h
m
-
自
主
田
舎
。

HHP・
p・
。

-
m
-
g
1
8
h
同
-C-

の
B
R
H
S
H
句
2
g
o
v
e
g
Z酔
B
e
r
g
-と
件
。
三
】
品
目
2
・
肘

H
w
g
g
p
H
Z
M
'
m・
8
同・



(
二
九
)

m
-
H
H
同
。
2
0
げ
@
H
H
P
・
p
・
。
-
m
・
臼
H
戸

(三

O
)

4
4
・
m
o
H出
ぴ
円
高
骨

H
P
F
0
・
m
・
]
C
U
・

(
コ
一
一
)

同
州
F
P
田
町
吋
2
5
H
旬
。
え
m
O
H
M
S
J
d
z
g
H
M
m
民
雷
同
@
ヴ
。
回
同
B
冨
凶
酔
円
。
H
M
F
H
g
吋
-
F
色
町
N
H
g
H
∞
∞
♂
ロ
・
出
a・
m
-
町
田
『
除
(
。
E
ロ
白
色
E
の
愛
遷
)
一

(
三
一
一
)

司
-
m
c
目
E可
T
F
P
・

c・
m
-
H
C
U
凶
・
一
旬
-
F
E
a
o
r
耳
目
と
回
目
。
目
。
同
g
J
-
d
g
o
v
p
同
酔
凶
加
2
0
5
0
r
F
H
-
E
-
m
-
H
S
l
E
由
・
等
参
照
。

と
同
-
H
)
C
匂
由
。
}
H
H
M
担
任
戸
E
H巧
w
g
o
H
H
H
V
悼
酔
戸
ロ
門
戸
の
乙
色
』
巧
w
g
o
r
M
P
2
h
J
4
4
4
1
r
p
H
C
臼
ch
司
・
出
口
広
田
u
冨
立
件
。
H
P
H
g
己
目
。
r③

J
r
司
@
H
7
え
ユ
m
o
r
ζ
r
u
『
@
ロ
M
f

同
由
ω
ω
(岡
山
⑦
H
Z
〈
O
ユ
品
目
3

r

R・
4
。
回
国
・
同
母
巨
♂
同
・
ち
)
等
参
照
。

(一一一一ニ)

句

-
U
P
R
S
H
P
F
。
-
E
口
同
氏
百
ロ
m
H
H
J
1
4
世
照
。

(
コ
一
回
)

と
の
表
現
は
或
ひ
は
淘
断
に
過
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
。
印
ち
尚
人
ギ
ル
ド
又
は
王
の
特
許
品
川
を
重
視
す
る
論
者
は
時
代
の
轄
換
期
を
更
に
遡

っ
て
求
め
る
で
あ

b
ぅ
。
し
か
し
自
治
控
と
し
て
の
都
市
後
生
の
風
潮
に
よ
り
積
極
的
な
新
し
い
意
味
を
見
つ
け
ん
と
す
る
筆
者
に
は
、
そ
れ
与
は

法
制
史
的
興
味
を
奥
へ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
一
熔
は
問
題
に
な

b
ぬ
と
考
へ
た
い
。
何
ほ
同
-
F
P
B
H
V
E
G
E
u
巴
2
2
0
げ
。
。
s
o
r
r
v
F
U
・
国
白
-
m
-

区
同
・
参
照
。

(
三
五
)

植
村
清
之
助
博
士
、
「
へ
シ
リ

I
回
世
時
代
の
濁
逸
、
特
に
都
市
の
勃
興
に
就
い
て
」
(
同
博
士
著
「
西
洋
中
世
史
の
研
究
」
三
三
九
l
三
七
回

頁
所
収
)
及
び
同
-
F
P
B
H
u
g
o
V
酔
H
a
・
m
-
。
・
m
-
A
F
4
同
・
参
照
。

ー・・・a

パ
ル
ト
海
に
注
ぐ
ト
ラ

l
グ
ェ
(
吋

E
t
)
河
の
ほ
と
り
、
河
口
よ
り
遡
る
こ
と
二
十
粁
、
商
港
ハ
ン
プ
ル
グ
の
東
北
に
、
今
日
約
十
高

の
人
口
を
擁
す
る
「
自
由
な
る
ハ
ン
ザ
都
市
」
リ
ュ

l
ぺ
ッ
ク
の
成
立
は
、
こ
の
地
方
の
他
の
諸
都
市
に
於
け
る
と
同
様
、
決
し
て
皐
純

濁
逸
ハ
シ
ザ
都
市
リ
ュ

1
ベ
ツ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
増
岡
)

一
五
五



東
京
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科
大
血
中
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向
純
済
皐
研
究

第
四
競

一
五
六

な
も
の
で
は
た
か
っ
た
。
前
述
せ
る
如
き
長
き
停
統
を
持
つ
北
方
基
督
教
化
の
努
力
と
、
東
北
猪
逸
化
て
ふ
い
は
い
ふ
世
俗
的
な
運
動
と
の

ご
っ
の
大
き
な
動
き
が
相
互
に
働
き
A
口
ふ
中
か
ら
、
と
の
地
方
の
新
し
き
都
市
の
建
設
が
爾
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
ま
さ

に
こ
の
鮪
に
西
南
諸
都
市
と
異
れ
る
特
色
あ
る
成
立
の
過
程
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
ら
ば
と
れ
等
聖
俗
二
つ
の
動
き
が
如
何
な
る

交
渉
と
経
過
を
保
ち
つ
L

建
設
都
市
(
C
Z
H
L
E
H
m
g
g
♀
る
の
成
立
を
賀
ら
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
先
づ
最
初
に
リ
ュ

I

ペ
ッ
ク
市
成
立
の
政
治
的
経
過
を
う
か
ど
っ
て
み
よ
う
。

想
ふ
に
リ
ュ

I
ペ
ッ
ク
の
建
設
せ
ら
れ
た
地
方
、
印
ち
出
色
町
営
吉
か
ら
J
F
J
寸
色
白
}
回
目
白
日
河
に
至
る
パ
ル
ト
海
沿
岸
の
地
は
、
古
く
は
ゲ

ル
マ
ン
人
の
故
地
で
あ
づ
た
が
、
民
族
移
動
の
頃
以
来
、
水
く
ス
ラ
、
ず
族
の
一
種
当

g
rロ
|
l
k
r
z
z
t
p
H
H
S
F

巧口
N
B
等

諸
部
族
の
締
稽
|
|
の
住
す
る
所
と
た
っ
て
ゐ
た
。
従
っ
て
こ
の
地
方
は
猫
謹
人
に
と
っ
て
は
、
彼
等
の
文
化
を
い
ま
一
度
復
興
せ
し
む

(一一一六)

ペ
き
運
命
を
捲
っ
て
ゐ
た
と
も
い
へ
る
わ
け
で
あ
る

G

カ
ー
ル
大
帝
の
経
営
と
そ
の
子
ル

1
ド
ウ
ィ
ッ
ヒ
の
努
力
に
よ
っ
て
、

ヱ
ル
ぺ
河
右
岸
に
ハ
ン
プ
ル
グ
大
司
教
匡
の
設
置
を
見
た
と
は
い

へ
v

こ
れ
を
中
心
と
す
る
敦
化
の
貴
は
主
と
し
て
丁
抹
に
限
ら
れ
、
異
教
徒
J
J
1
2
Q
B
の
力
強
き
反
抗
は
こ
の
地
方
の
布
敬
の
矛
を
挫

き
、
十
一
世
紀
中
期
に
至
る
ま
で
は
少
〈
と
も
表
面
上
殆
ん
ど
そ
の
成
果
の
見
る
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
と
い
ふ
も
過
言
で
は
な
い
。
印

ち
十
世
記
中
葉
よ
り
約
百
年
の
聞
に
丁
抹
は
全
く
基
督
教
園
に
化
せ
ら
れ
、

F
E
O由
主
宇
田
Z
W
k
p
z
v
ロ
♂
司
忌
S
m
川
等
の
司
教
一
肢
の

ぎ三成
ぬき立
。 を

見
た
Lつ

反
し

~ 
4 
(!) 

ロ
岱」。
ロ

の
地
方
に
於
て
は
わ
づ
か
に

。50
ロ
ゲ
再
m円
〈

k
r
広
告
ヴ
己
認
)
司
教
匿
の
創
設
を
血
中
げ
得
る
に
過

一
方
ヱ
ル
ペ
・
ザ

I
レ
の
地
方
を
見
る
に
、
九
六
八
年
平
く
も
マ
グ
デ
プ
ル
グ
Q
F
m
含
ゲ
H
m
一
〉
に
大
司
敬
が
置
か
れ
、
同
P
2
5
2
m
v



切
E
国
営
ロ
ヴ
同
時
∞
.
w
]

高
母
国
各
国
『
m
i
p
H冊目白窓口
u
N
白日仲
N
w

旬
。
窓
口
等
の
司
敬
医
を
管
下
に
統
一
し
て
東
方
布
教
の
組
織
的
努
カ
が
績
け
ら
れ

(
三
八
〉

て
ゐ
る
。
か
斗
る
情
勢
よ
り
し
て
所
謂
者
自
営
巳

g白
は
、
十
一
世
紀
の
中
期
ま
で
は
い
は
ど
甫
北
雨
基
督
教
化
の
地
に
挟
ま
れ
た
兵

敬
白
一
地
帯
を
形
成
し
て
ゐ
た
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

然
る
に
十
一
世
紀
中
葉
以
降
調
逸
人
の
移
住
と
者

B
Q
B
諸
貴
族
D
改
宗
に
よ
っ
て
、
こ

ω
地
方
教
化
の
賓
が
漸
く
表
面
化
す
る
に

至
っ
た
。
そ
の
最
初
に
閥
単
ぐ
べ
き
は
、

L5cr伊
丹

OHH
の
首
長
。
色
合
OHHPHW
の
改
{
一
万
で
あ
る
O
K
E
P
B
J
S
H
H
国
E
B
S
及
び
図
。
日
目
。

E

(一一一九)

の
停
ふ
る
所
に
依
れ
ば
、
被
は
最
初

同
ム
岱
ロ
申
ゲ
ロ
認
の
修
道
院
に
於
て
基
督
敬
的
数
育
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、
長
十
る
に
及
ん
で
そ
の

父

d
Z
(匂
角
。
)
を
殺
し
た
ザ
ッ
ク
セ
ン
人
へ

D
反
感
制
し
難
く
、
再
び
具
教
徒
に
味
方
し
た
。
然
る
に
偶
々
丁
抹
王
関
口
出
向
大
王
の

英
蘭
謹
征
の
事
あ
り
、

。
。
津
田

ο
Z
F
叉
と
の
軍
に
参
加
し
て
永
く
彼
の
地
に
停
ま
り
、
大
王
の
女
を
妃
と
し
て
こ
与
に
再
び
基
替
敢
に

持
じ
た
。
か
く
て
一

O
四
五
年
紋
は
故
国
に
基
替
歌
的
侯
園
を
建
設
す
る
希
望
を
抱
い
て
蹄
り
、
時
白
丁
抹
王

窃
4
0
ロ
、
ザ
ッ
ク
セ
ン
公

回
Z
H
H
H
H
P
E
及
び
切

g
g
g
a岡田』旨ず
Z
H
m
吋
大
司
教

K
E
P
-ず
由
巳
等
の
協
力
を
得
て
異
教
の
貴
族
を
破
り
、

J
」
「
⑦
出
向
。
ロ
の
諸
族
を
従
へ
て

オ

1
デ
ル
何
口
ま
で
を
統
一
す
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
成
立
し
た
の
。
立
国
各
国
HW
の
侯
園
は
そ
の
後
間
も
た
く
異
教
徒
の
手
に
よ
っ
て

破
ら
れ
た
け
れ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
与
に
彼
に
協
力
を
興
へ
た
上
越
三
つ
の
勢
力
こ
そ
、
こ
の
地
方
の
政
治
的
推
移
を
後
世
ま
で
た
が
く

支
配
す
る
根
源
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
た
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。

と
の
頃
わ
れ
わ
れ
は
初
め
て
リ
ュ

1
ぺ
ッ
ク
の
地
名
に
接
す
る
。
郎
ち

C
O酔
g
d
r
p
H
W
の
統
一
に
よ
っ
て
、
基
督
教
化
の
活
動
が
興
ら

〔四

O
)

う
と
す
る
形
勢
に
乗
じ
、
去
る
九
人
三
年
の
暴
動
以
来
荒
陵
の
姿
に
あ
っ
た
。
E

S
ゲ
号
ぬ
司
教
直
先
づ
再
興
せ
ら
れ
、
更
に
新
た
に

民
主
N
O
ヴロ円
hv
足

2
E
Bず
己
ぬ

の
二
司
教
育
阻
が
設
置
せ
ら
れ
た
。
市
し
て
こ
れ
等
の
司
教
匝
は
各
々
そ
の
管
内
に
数
個
所
の
舎
堂
を
持

回
問
逸
山
ン
ザ
都
市
リ
ュ

1
ベ
ッ
タ
の
成
立
に
つ
い
て

(
品
噌
倒
)

一
五
七



東
京
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学
研
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一
五
八

(
四
一
)

。
己

B
ず
号

m
司
教
直
内
の
か
与
る
舎
堂
所
在
地
白
一
つ
こ
そ
即
ち
リ

f
Lへ
v
ク
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
十
一

経
済
成
平
研
究

政
府
四
務

っ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、

世
紀
の
中
期
以
来
か
く
し
て
文
献
上
に
表
は
れ
来
る
リ
ュ
l
ペ
ゥ
ク
は
未
だ
わ
れ
わ
れ
の
問
題
た
る
都
市
リ
ュ
l
ペ
ッ
ク
と
は
地
理
的
に

も
具
れ
る
地
名
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
い
は
ど
リ
ュ

1
ペ
ヴ
ク
市
の
前
身
で
あ
っ
て
、
後
世
リ
ュ

1
ぺ
ヴ
ク
市
と
区
別
す
る
た
め
、
と
れ

を

E
K
P
午
F
Cヴ
g
w
w
w
(ぐ
昂
吉
田
伊
己
)
片
付
F
O
E
S
H
a
F
dヴ
O
W
骨
〉
と
揺
す
る
。

krZEF己
)
冊
。
】
円
の
地
は
今
は
そ
の
跡
形
も
止
め
て
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
、
資
料
の
倖
ふ
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
そ
れ
は
同

5
4白
河
の
支

流
宝
石
島
窓
口
が
本
流
に
合
せ
ん
と
す
る
問
、
今
日
の
リ
ュ

l
ペ
ッ
ク
市
の
柏
北
方
に
位
し
た
き

E
B
挨
の
要
塞
地
で
あ
叫
だ
。

一
一
四
三
年
新
リ
ュ

l
ペ
ッ
グ
市
建
設
ま
で
の

E
F己
)
宮
町

w

と
は
こ
の

krzsFρ
ゲ

2
げ
を
指
ナ
に
外
な
ら
な
い
。

一
O
六
六
年

C
0
2
2
F
P
H
W

は
異
教
徒
の
千
に
よ
っ
て

F
S
N
E
D教
舎
に
艶
れ
、

Jr司
自
白
B
H
P
H
H
仏
は
又
も
や
邪
教
の
王

同

E
g

の
支
配
下
に
立
ち
、
折
角
芽
生
え
た
基
督
教
の
文
化
は
無
惨
に
も
破
壊
せ
ら
れ
た
が
、

一
O
九
三
年
。
。
立
国
各
国
』
日
開
の
子
出
由
即
日
目
。

r
丁

抹
よ
り
闘
っ
て
父
の
政
権
の
同
復
を
計
り
、

(四

=rv

侯
園
の
平
和
を
資
ら
す
こ
と
が
出
来
た
。
尤
も
わ
れ
わ
れ
は
鞍
凱
暴
動
迫
害
の
絶
え
ぬ
と
の
地
方
に
、
た
ま
た
ま
賢
ら
さ
れ
た
平
時
の
敬

H
H
a
N
告
げ
号
ぬ
近
傍

a
E口
。
当
の
一
戦
に
同
百
件
。

を
破
っ
て
再
び
こ
の
地
方
に
基
督
教
的

白
さ
‘
ふ
や
か
な
る
舎
堂
に
屡
K

滞
在
し
て
信
者
の
保
護
に
努
め
た
治
世
三
十
飴
年
の

円
四
回
)

図。山口一
E
O
H
H
D
蹄
依
と
そ
、
基
督
教
的
千
和
の
大
い
な
る
保
護
者
の
態
度
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

化
設
備
を
過
大
観
し
て
は
な
ら
ね
。

krH酔
'
F
Cゲ
2
w

繰
っ
て
濁
逸
殊
に
ザ
ッ
ク
セ
ン
の
事
情
を
見
る
に
、
ザ
ゥ
ク
セ
ン
公

H
A
。
仔
告
は
一
一
一

O
年
同
乙
怠
冊
目
ロ
伯
領
を

K
E
C
H片
岡
・

4
0
出

(
四
王
)

mrrp出品ロヴ
51m
に
封
輿
し
、
と
与
に
問
。
H
E
S
E
地
方
に
於
け
る

m山口
repsロ
ゲ
ロ
高
家
活
動
の
基
礎
が
輿
へ
ら
れ
た
。

4
J
1

⑦ロ〈凶由
HHH
問、ロ臼

に
於
け
る
組
織
的
調
逸
化
の
活
動
は
賓
に
こ
の
白
白

r
g
gヴ
5mH
出
家
の
努
力
に
端
を
殺
す
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。



想
ふ
に
北
ヱ
ル
ベ
の
地
は
古
く
よ
り
ザ
ッ
ク
セ
ン
公
債
で
あ
っ
た
が
、

十
一
世
相
D
末
以
来
直
接
の
管
理
が
行
は
れ
歩
、

ハ
ン
プ
ル
グ

に
住
す
る
」
記

g
官
民
白
支
配
す
る
所
と
た
っ
て
ゐ
た
。
従
っ
て
そ
白
間
幾
分
満
立
的
気
分
を
有
す
る
特
殊
的
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
白
は

担
む
べ
か
ら
ざ
る
事
費
で
あ
る
。
後
世

m
E
5
5ロ
ヴ
ロ
同
市
川
家
の
活
動
も
、
こ
白
特
殊
的
地
位
に
由
来
す
る
所
多
き
を
想
は
ざ
る
を
得
な

1ハ。
か
く
て
新
し
き
同
0
H
a
a
ロ

伯

k
p
A
H
O
戸
市
は
先
づ

4
2
rロ
の
貴
族
殊
に
国
広
尾
山
舎
を
助
け
て
和
子
の
闘
係
を
結
び
、
領
土
の
確

保
を
約
し
、
結
え
聞
な
く
襲
ひ
来
る
岡
山
変
な
出
島
の
具
教
徒
に
劃
し
て
も
幾
度
か
共
同
の
軍
在
出
し
、

P
5
B
F防げ

gH円
市
の
防
禦
に
努
め
、

(
四
六
)

基
督
教
徒
の
保
護
に
営
っ
て
ゐ
る
の
を
見
る
。
か
く
の
如
く
し
て
こ
の
地
方
は
、

F
O
E
S
公

H
L
c
p
m
v
円
(
後
の
潤
通
園
王

F
O酔
H
H
m
H
H
a

つ
こ
と
が
出
来
た
。
然
る
に
一
一
二
七
年

J

S

E

。B
E
呂田
-
4
C
E
B

図
。
山
口
氏
島
自
身
の
権
力
白
維
持
せ
ら
る
斗
聞
は
.
兎
に
角
一
臨
の
千
和
を
保

(
四
七
〉

射
自
白
色
ゲ
宮
向
。
同
回
目
】
M
H
6
4山
口
口
宮
也
、
と
ま
で
稀
せ
ら
れ
た

4
c
ロ
m
山口]川匂ロロヴロ一円∞・〉

及

び

同
c
Z宮
山
口
伯
の
支
持
と

同
申
山
口
江
口
げ
死
し
、
t
c
c
S田口
V
E
-
-同

併
し
乍
ら

一
族
白
故
地
は
止
む
た
く
丁
抹
D

一
貴
族
関
口
出
向
肘
担
当
日
白
の
支
配
に
委
ね
ら
る
込
こ
と
λ

な
っ
た
。

(
四
八
)

D
政
樺
ま
た
永
か
ら
や
ノ
、
一
一
一
一
二
年
暗
殺
せ
ら
る
L

に
及
ん
で
漸
く
不
安
白
度
を
加
へ
、
更
に
加
ふ
る
に
、

(
四
九
)

三
七
年
園
王

F
O
F号
死
し
、
そ
白
後
調
漁
一
圏
内
殊
に
ザ
ッ
ク
セ
ン
を
中
心
と
し
て
勃
鷺
せ
る
政
治
上
白
紛
争
は
、

同
H
W

出向

一
時
こ
の
地
方
D
経

替
を
顧
み
る
飴
地
を
な
か
ら
し
め
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
と
は
い
へ
わ
れ
わ
れ
は
、
と
の
不
安
と
紛
争
白
聞
に
於
け
る
丁
抹
勢
力
の

排
撃
と
そ
、
後
に
こ
の
地
方
へ
の
猫
語
的
要
素
心
普
及
に
と
っ
て
注
目
す
べ
き
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
左
看
過
し
て
は
な
ら
ぬ
ρ

園
王

F
o
F
2
の
死
と
共
に
当
由
民

B
封
切
宮
民
自
雨
家
D
争
ひ
が
起
る
。
殊
に
翌
一
一
三
八
年
五
月
霊

S
Fロ
な
る
闘
。
日
羊

(五

O
)

一
部
諸
侯
に
選
ぼ
れ
て
滴
抱
一
園
王
と
た
る
に
及
ん
で
ザ
ッ
ク
セ
ン
を
中
心
と
す
る
紛
争
が
惹
起
さ
れ
た
。
印
ち
先
王

F
o
p買
の
女

H
H
]
[
.
 

濁
遜
ハ
シ
ザ
都
市
首
y

ュ
1
ペ
ァ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
靖
国
)

一
五
九
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一
六
O

婿
に
し
て
唱
曲
目
p
p
の
出
な
る
図
。
山
口
弘
司
げ
仏
z
m
Z
H
N
e
は
最
初
よ
り
園
王

同
OHH吋
HF白

に
不
満
左
抱
い
て
ゐ
た
が
、
偶
々
彼
が
自
ら

の
民
号
]
£

E
同
な
る

k
p
H

ゲ
】
守
合
白
同
凶
作
山
由
円
切
苛
は
兵
を
ザ
ッ
グ
セ
ン
に
入
れ
、

F
o
p
p円
が
そ
白
死
の
直
前
女
婿
図
。
山
ロ
江
口
r
に
譲
興
せ
る
ザ
ッ
ク
セ
ン
侯
領
を
強
奪
せ
ん
と
企
て
た
。
そ
の
た
め
図
。
H
Z申
山
口
伯

k
E
C民

白
所
領

M
W
P
U
可
申
】
守
口
に
あ
っ
て
戦
闘
中
、

属。

Z
B寄
付

]日・

4
C出
回
口
H
H
P
Z
Eヴ
E
l
m
-も
亦

k
r
H
F・2
E

D
味
方
な
る
同
伯
仲
E
皆同
H
4
0ロ
切
P九

四

0
4広
o
に
よ
っ
て
領
地
よ
り
逐
放
せ
ら
る
L

の
止
む

(
王
一
)

た
き
に
互
づ
た
。

然
る
に
と
白
頃
か
与
る
紛
争
に
乗
じ
て
異
教
徒

(
五
二
)

-B今
ま
た
諸
部
族
掠
奪
白
巷
主
化
せ
ら
れ
た
o
k
r冨
a
F記
)
2
w
の
地
が
殆
ん
ど
再
興
の
カ
た
き
ま
で
に
荒
底
に
蹄
せ
ら
れ
、
資
料
よ
り
永

4
司
白

HH白血戸

白
反
乱
起
り
、
調
逸
圏
内
D
困
乱
と
同
様
、
者

S
Fロ
'

く
そ
の
姿
を
消
す
に
至
っ
た
の
も
こ
白
頃
で
あ
る
と
息
ふ
。

然
る
に
一
一
回
二
年
に
至
り
、
五
ヶ
年
に
亙
る
北
方
の
騒
援
は
漸
く
一
段
落
を
つ
げ
、
ザ
ッ
グ
セ
ン
公
園
白
形
勢
も
外
形
上
は
一
際
整

備
の
姿
を
見
る
に
至
っ
た
。

l'!P 
ち

同
。
山
口
氏
口
v
p
w門
書
c
-
E
D
子
問
。
山
口
岡
山
口
HH
白
2
F
0
4
0
は
ザ
ッ
ク
セ
ン
公
と
な
り
、
炉
内
同
CH
片岡阿・

4

。HH
お口一
F
P
己
申
戸
ゲ
ロ
H
1
h州

は
再
び

図。
-aoHHH

の
伯
領
を
保
ち
、

時

岡山[。
]Z4r
冊目
HH

伯
領
を
領
せ
し
図
。
日
ロ
江
口
V
4
0
P
切
P
F
A
4
己
白
は

4
2白
骨
ロ
諸
族
を
柾
し
て
同
日
酔
N
Oげ
百
円
ぬ
伯
と
た
り
、
同
伯
は
ザ
ッ
ク
セ
ン
公
D
臣
下
と
し
て

(
五
三
)

ふ
と
と
λ

た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

同冊目回同日白
V
何
回
mw

円
F
0
4
4
∞

に
忠
誠
を
誓

か
く

ω
如
く
ザ
ッ
ク
セ
ン
の
形
勢
一
度
整
ふ
や
、
こ
の
地
方
濁
逸
化
の
活
動
は
剖
回
す
べ
き
進
展
を
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
た
。

hr色
。
】
出

ロ
・
は
先
づ
永
年
の
戟
飢
に
疲
弊
せ
る
巧
p
m氏
自
白
地
の
復
興
を
計
り
、
同
。
室
。
宮
及
び

m
Z
5
3諸
族
の
移
住
を
求
む
る
と
共
に
、

他
方
ま
た
西
部
調
逸
殊
に
出
自
営
E
w
同
C
H
H
P
H
H
A
Y
J
J
1
2
R
p
g
p
司
氏
。
EHP出
向
等
の
農
民
に
移
住
左
勧
誘
し
、

(
五
回
)

め
た
。
同
時
に
商
方

H
W
E
P宕
ロ
ゲ
ロ
誌
を
領
す
る
謹
境
伯

L
P
5
5
0
Z
仏
耳
切
肺
門
の
め
ぎ
ま
し
き
誰
出
あ
り
、
両
者
相
候
づ
て

一
意
領
内
の
経
畿
に
努

4
」

10HHS



合
巳
告
白
は
日
に
日
に
調
逸
移
民
に
満
た
さ
れ
て
行
っ
た
。
か
う
し
た
移
民
遣
は
、
新
し
き
希
望
一
に
充
ち
て
新
し
き
土
地
に
、
調
選
民
族

(
五
五
)

の
使
命
を
遂
行
し
て
行
く
。

の
新
し
き
村
落
を
作
り
つ
ヘ

一
歩
一
歩

C
2
B
E
Z
2
5ぬ

日
毎
に
増
し
行
く
調
抱
一
村
落
の
聞
に
、
共

白
移
民
へ
の
力
強
き
足
場
と
な
り
‘
近
傍
一
帯
の
移
住
民
へ
の
精
神
的
慰
安
の
中
心
と
な
っ
て
、
師
や
か
し
き
未
来
を
約
束
さ
れ
つ
ミ
建

試
せ
ら
れ
た
新
し
き
町
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
白
都
市
リ
ュ

I
ベ
ッ
ク
で
あ
る
ο

一
一
同
三
年
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
伯

K
E
C
民
間
・
4
C
ロ
m
o
r
p
d
oロ
ヴ
日
向
は
上
越
せ
る
如
曲
目
」
目
的
に
添
は
ん
が
た
め
に
、
領
内
時
E
4
0

及

雨
河
の
合
し
て
形
成
す
る
河
州
国

gロ
の
地
を
選
ん
で
新
し
き
都
市
を
建
設
し
、
常
時
既
に
荒
れ
果
て
た
近
傍
の
町

(
五
六
)

k
r
F
F
Pゲ
E
W
に
因
ん
で

t
F
Cヴ
gwwu
と
命
名
し
た
。

び

J
F

司
包
口
一
「
の
一
ロ
広
N

四
百
水
に
固
ま
れ
て
地
の
利
を
得
た
こ
白
地
は
、
古
く
は
呉
敢
の
王

関
門
戸
件
。

に
よ
っ
て
要
塞
が
築
か
れ
て
ゐ
た
と
い
は
れ
る
。

か
く
し
て
建
て
ら
れ
た
リ
ュ
I
ベ
ッ
ク
市
の
所
在
を
想
ふ
時
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
北
海
及
び
バ
ル
ト
海
に
面
ナ
る
猫
抱
一
港
韓
都
市
一

般
の
持
つ
特
色
を
う
か
ど
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
印
ち
首
時
の
港
糟
都
市
は
海
岸
に
添
っ
て
建
て
ら
れ
る
り
で
は
な
く
、
海
岸
よ
り
数
哩
、

船
舶
の
遡
航
し
得
ベ
き
河
川
に
滑
川
ノ
た
奥
地
に
建
設
せ
ら
る
』
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
一
つ
は
海
賊
の
侵
入
及
び
海
潮
D
侵
害
を
さ
け
る

矯
め
で
あ
り
、
他
は
営
時
の
商
人
D
経
管
方
法
が
内
園
と
，
の
取
引
開
係
を
保
つ
上
に
か
L

る
場
所
を
最
も
趨
せ
る
も

P
と
し
た
が
矯
め
で

〔
五
七
)

あ
ら
う
。

日
を
追
っ
て
商
業
の
繁
柴
を
来
さ
ん
と
す
る
頃
、
園
王

(
主
人
)

ゐ
て
聖
地
可
己
管
岳
民
に
向
ひ
所
謂
第
二
同
十
字
軍
を
起
す
。
と
の
風
は
ま
た
全
ザ
ッ
ク
セ
ン
に
弘
ま
り
、
異
教
徒
巧

ghHB
諸
族
を

新
し
き
町
リ
ュ

I
ペ
ッ
グ
が
建
設
せ
ら
れ
、

同
o
E
E
L
三
世
は
騎
士
軍
を
卒

温
は
ん
と
す
る
気
勢
が
人
々
の
心
に
し
み
込
ん
で
行
っ
た
。
偶
々
こ
の
頃

K
5
c
Q尽
な
ロ
族
の
王

Z
F
F
H
♀
ふ
た
る
者
、
ザ
ヴ
ク
セ
ン
の
形

相
側
逸
山
ン
ザ
都
市
リ
ュ

1
ベ
ッ
タ
の
成
虫
に
つ
い
て

(
靖
国
)

一
六



東
京
商
科
大
皐
研
究
年
報

hm済
町
学
研
究

第
四
競

(
主
九
)

勢
を
察
し
て
機
先
を
制
し
、
水
路
新
リ
ュ

1
ベ
ゥ
ク
市
を
襲
撃
し
て
去
る
や
、
北
方
十
字
軍
の
企
て
は
頓
に
進
捗
す
る
に
至
っ
た
。

四
七
年
間
色
日
目
。
M
H
門

H
S
F
C
4
4∞
は
ザ
ッ
ク
セ
ン
白
兵
を
率
ゐ
て
北
上
し
、

丁
抹
の
艦
隊
と
聯
合
し
て
匂
o
z
p
の
要
塞
を
占
領
し
、
他

方

K
F
5
2
0
E
臼
貧
困
川
町
の
率
ゐ
る
一
隊
は
旬
。
E
E
2ロ
に
入
っ
て

(
六

O
)

基
叔
百
数
を
公
認
す
べ
き
を
約
さ
し
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
世
に

t
司
自
白
申
ロ
]
Q
E
N
N
Z∞・

0=
と
稗
す
る
も
白
卸
ち
こ
れ
で
あ
る
。

己申
E
g
g
w
m
x
o
Eロ
等
の
要
塞
に
迫
り
、
異
教
の
貴
族
を
し
て

か
う
し
た
北
方
十
字
軍
の
企
て
は
、
具
敬
徒
白
心
に
深
き
印
象
を
興
へ
た
と
共
に
、
濁
逸
人
否
基
督
教
徒
の
偉
力
を
一
不
す
こ
と
が
山
内
来

た
と
見
る
こ
と
が
旧
来
る
。
即
ち
異
教
の
貴
族
は
相
つ
い
で
基
督
敢
に
梓
じ
、
こ
込
に

(
六
一
)

る
聖
界
の
め
ざ
ま
し
い
活
動
の
領
野
が
展
開
せ
ら
れ
た
。
加
ふ
る
に
聞
も
た
〈
復
興
せ
ら
れ
た
リ
ょ
I
ペ
ッ
ク
の
町
は
、
外
患
既
に
根
絶

同

p
gヴロ司
m

山
一
白
円
。
白
色
大
司
敬
直
を
中
心
と
す

せ
ら
れ
、
司
教
の
倦
ま
ざ
る
努
力
と
領
主
の
千
厚
き
保
護
に
よ
っ
て
戸
徐
々
市
場
の
繁
築
を
来
た
す
に
至
っ
た
。
ザ
ッ
ク
セ
ン
の
商
人
達
は

今
や
ス
ラ
ヴ
族
の
仲
介
な
く
し
て
、
こ
の
新
ら
し
き
都
市
に
於
て
、
直
接
園
内
の
産
物
を
北
方
諸
国
の
物
質
と
交
易
す
る
こ
と

F
な
っ
た

へ
六
二
)

わ
け
で
あ
る
ο

斯
の
如
き
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
市
の
繁
柴
は
、
ザ
ッ
ク
セ
ン
の
古
き
市
場
都
市

〈六一一一)

】

WE-L。
当
日
げ
の
商
業
を
脅
か
し
、
ま
た
リ
ュ

1
9ヘ
ッ
ク
市

近
郊

C
E
S
H
O
O
に
於
け
る
臨
坑
の
鷲
見
は
、
古
き

H
h
片
付
ロ
の
ゲ
己
的
撞
坑
よ
り
の
公
〔
出
。
向
。
∞
・
〉
の
牧
入
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
ふ
な
っ

(
六
四
)

た
。
か
ね
て
よ
り
領
内
の
一
廓
に
日
に
日
に
増
し
行
く
ホ
ル
ス
グ
イ
ン
伯
の
勢
力
を
心
良
か
ら
す
思
ヲ
て
ゐ
た
ザ
ッ
ク
セ
ン
公

図。日ロ
z

氏
。
げ
仏
2
F
C
J司
O
は
、
か
L

る
情
勢
を
宥
過
す
る
に
忍
び
歩
、
強
ひ
て
伯

kF向
。
民
国
・
に
割
し
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
及
び
。
E
S
H
C
O
よ
り

kEC民
は
直
ち
に
之
を
担
絶
せ
る
を
以
て
、
こ
h

に
公
伯
雨
者
の
聞
に
不
和
が
醸
さ
れ
、
若
き

(
六
五
)

公
図
。
山
口
氏
凸
げ
を
し
て
高
塵
的
手
段
に
出
で
し
む
る
に
至
っ
た
。

の
牧
入
の
ギ
ぼ
を
一
要
求
し
た
。
然
る
に



「
会
ザ
γ

ク
セ
ン
の
地
は
我
が
祖
先
が
戟
D
提
に
従
ぴ
、
楯
と
鯨
と
も
て
獲
得
せ
る
所
、
紳
は
そ
を
我
に
奥
へ
給
へ
り
。
さ
れ
ば
我
が

オ
ノ
ズ
カ

命
ホ
ノ
る
所
、
自
ら
こ
の
地
に
行
は
る
ベ
し
」
と
た
す
若
き
獅
子
王
国
冊
目
ロ
丘
ο
F

は
、
直
ち
に
伯

k
p
向
。
は
よ
り
リ
ム

1
ベ
ッ
ク
に
於
け
る

市
場
樺
を
剥
奪
し
、
市
民
に
生
活
必
需
品
以
外
の
商
取
引
を
禁
じ
、
併
せ
て
♀
営
団

H
S
の
盟
坑
を
さ
へ
哩
淡
せ
し
む
る
こ
と
と
た
り
、

(
六
六
)

従
来
比
較
的
濁
立
的
地
位
を
維
持
し
来
っ
た
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
伯
白
立
場
は
一
朝
に
し
て
公
の
支
配
に
服
せ

L
め
ら
る
L

こ
と
与
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
リ
ュ

l
ペ
ッ
ク
市
民
の
陥
っ
た
困
窮
は
甚
し
か
っ
た
。
然
る
に
伯

k
E
C
H
同
は
飽
く
ま
で
も
こ

D
生
気
な
き
都
市
を
保
た

(
六
七
)

一
一
五
七
年
計
ら
や
ノ
も
大
火
を
起
し
、
首
時
未
だ
木
造
建
築
な
り
し
全
市
は
見
る
影
も
な
き
次
位
に
臨
し
た
ο

商
業
。

ん
と
努
め
た
が
、

自
由
を
奪
は
れ
、
加
ふ
る
に
火
災
の
難
に
遭
っ
た
市
民
は
最
早
や
再
び
同
じ
場
所
に
都
市
左
復
興
す
る
筑
力
を
失
ひ
、
ひ
た
す
ら
公
国
岳
山
口
a

の
地
を
濯
び
、

に
歎
願
し
て
新
し
き
市
場
の
建
設
を
希
っ
た
。
こ
λ

に
於
て
公
は
司
君
宮

E
Z

内
六
人
)

そ
と
に
自
ら
む
名
に
因
ん
で

z
F
0
4司
B
E
S含
=
と
郁
す
る
新
都
市
を
建
設
し
た
。
然
る
に
こ
白
地
は
船
舶
の
出
入
に
不

河
白
沿
岸
、
出
P
酔

N
O
ず号
m
H

伯
領

同
山
口

H
H
a
g
-
F
O
A
4
0

便
に
し
て
地
の
利
を
得
歩
、

図
。
山
口
氏
凸
HH

は
再
び
伯

〉・凡問。】同

に
迫
っ
て
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
白
故
地
在
譲
渡
す
べ
き
を
協
議
し
た
。
も
は
や

反
抗
の
無
意
味
た
る
を
悟
っ
た
伯
は
、
難
た
く
同
由
山
口
氏
。
H
H
D
申
込
を
約
れ
、
十
五
ヶ
年
に
亙
る
リ
プ
|
ペ
ッ
ク
市
の
保
護
は
か
く
し
て

ザ
ッ
グ
セ
ン
公
白
手
に
移
っ
て
行
っ
た
。

一
度
友
陸
に
師
し
た
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
白
町
は
、
今
や
稀
れ
に
見
る
力
強
き
領
主
の
保
護
の
下
に

復
興
の
一
路
左
た
ど
っ
た
。
後
世
に
い
は
ゆ
る
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
市
の
建
設
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
復
興
第
二
同
の
建
設
に
外
た
ら
な
い
。

と
の
年
(
一
一
五
七
)
同
品
目
耳
目
白
げ
は
先
づ

F
0
4
2ロ
B
P舎
に
の
が
れ
て
居
た
市
民
左
リ
ュ
1
0ヘ
ッ
ク
に
呼
び
返
し
、
一
九
使
を
北
方
諸
園

に
派
し
て
千
和
を
約
し
、
翌
年
に
か
け
て
都
市
の
復
興
完
成
す
る
と
共
に
、
貨
幣
及
び
闘
挽
の
制
を
定
め
、
ま
た
「
い
と
も
光
柴
あ
る
都
市

会
ハ
九
)

法
」
を
制
定
し
た
と
い
ふ
。
こ
の
年
、
即
ち
一
一
五
八
年
と
そ
わ
れ
わ
れ
の
都
市
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
白
紀
念
す
べ
き
新
建
設

(zg宵
EL-

調
品
場

ρ

ジ
ザ
都
市

F
ュ
I
J
ヘ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(

品

情

出

)
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一
六
四

ロ
ロ
∞
・
)
の
年
で
あ
り
、
更
生
白
年
で
あ
る
と
い
へ
ょ
う
。

爾
来
リ
ュ

l
eへ
v
ク
の
町
は
山
口
同
時
白
あ
わ
た
ど
し
き
政
治
的
事
件
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
支
配
閥
係
の
鑓
謹
は
脆
が
れ
得
な
か
っ
た
と
は

い
へ
、
都
市
自
慢
の
成
育
に
は
致
命
的
な
事
費
も
な
く
殻
展
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

(七

O
)

進
を
計
り
、
領
内
に
於
け
る
商
業
の
中
心
た
ら
し
め
ん
と
努
め
た
u

商
取
引
D
自
由
は
閃
よ
り
、
都
市
法
制
の
完
成
に
努
め
、
宗
教
上
の

〔
七
一
)

諸
施
試
を
増
す
等
、
「
都
市
建
設
者
」
と
し
て
の
枕
D
功
績
は
そ
の
生
涯
の
上
に
特
筆
せ
ら
る
べ
き
も
り
で
あ
ら
う
。
こ
込
に
注
意
す
べ
き

同
氏
ロ
H1HDHH

は
鋭
意
こ

D
町
の
「
宮
と
名
春
」
の
増

は
か
う
し
た
領
主
の
保
護
に
よ
る
都
市
の
殻
建
と
相
並
ん
で
、
市
民
の
聞
に
平
く
よ
り
大
い
な
る
猫
立
的
気
風
が
芽
生
え
て
ゐ
た
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
嘗
て
は
驚
怖
の
地
で
あ
り
、
荒
涼
た
る
野
で
あ
り
、
異
教
徒
の
住
地
で
あ
っ
た
こ
の
場
所
を
、
今
や
紳
の
柴
母
国
あ
る
都
L
」

た
し
、
基
督
教
徒
の
頼
る
べ
き
切
号
ぬ
と
な
し
得
た
こ
と
に
劃
す
る
市
氏
。
誇
ら
か
な
る
自
掌
心
こ
そ
、
と
の
都
市
の
今
後
に
於
け
る
特

色
あ
る
賞
展
の
原
動
力
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
れ
よ
り
先
き
調
逸
園
王
同
。

R
P山
口
同
・
渡
し
、

そ
の
子

句氏。臼円山口
}
H
H
・
国
号
宮
司
2

2

Q

H

S

l

H

H

。
。
)
後
左
糟
ぎ
、
若
き
騎
士

の
精
神
に
燃
え
る
華
や
か
た
政
治
を
布
く
こ
と
L

な
っ
た
。

切仲間ザロ吋由出
w

4
」可。
]
R
O
ロ

雨
家
を
代
表
す
る
こ
人
の
勝
れ
た
る
支
配
者
、
皇
帝

吋]門戸出血円円。「][・と

国白山口円山口
H
H

余
白

F
0
4
0
と
は
従
兄
弟
の
間
柄
で
あ
る
が
、
か
h

る
血
族
関
係
に
立
て
ば
こ
そ
一
度
相
反
す
る
や
雨

雄
並
び
立
た
や
ノ
、
戦
乱
に
よ
る
解
決
は
必
然
の
勢
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
印
ち
一
一
八

O
年
帝
は
伊
太
利
遠
征
に
於
け
る
公
D
不
忠
詮

理
由
と
し
て
園
外
放
逐
を
命
じ
た
。
こ
λ

に
於
て
北
調
逸
の
地
は
又
も
や
鞍
耐
を
蒙
っ
た
が
、
翌
年
九
月
公
の
軍
利
あ
ら
や
、
リ
ュ
I
ぺ

ゥ
ク
も
亦
皇
帝
軍
の
入
城
を
許
し
た
。
こ
の
一
戦
に
よ
り
、
リ
ュ

I
べ
v
ク
の
偉
大
な
る
建
設
者
た
る
公
は
僅
か
に
母
系
の
世
襲
地
切

5
・

(
七
二
)

出
回
目
白
げ
者
。
正
及
び

F
口
出
品
げ
己
認
を
保
つ
こ
と
を
許
さ
れ
、
英
蘭
に
そ
の
身
を
避
け
た
け
れ
ぽ
た
ら
な
く
な
れ
品
、
た
。



か
く
て
リ
ュ

l
ペ
ッ
ク
の
町
は
、
二
十
齢
年
に
亘
る
公
の
保
護
よ
り
離
れ
、
直
接
調
逸
皇
帝
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
る
込
と
と
λ

た
り
、

従
来
公
の
牧
入
な
り
し
租
税
は
皇
帝

E
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
伯

K
E
C
H
片
岡
口
・
の
二
分
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
白
頃
既
に
都
市
の
市
民
的

意
識
の
護
遣
に
見
る
べ
き
も
白
あ
り
、
領
主
の
保
護
よ
り
離
股
し
て
こ
の
地
方
に
稀
た
る
所
謂
「
皇
帝
都
市
」
と
た
っ
た
こ
と
は
、
い
は

(
七
三
)

H
A

都
市
の
濁
立
性
と
公
樺
的
地
位
の
向
上
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
寧
ろ
市
氏
。
誇
り
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
皇
帝
吋
江
主
尻
島

】
凶

mv
円ヴ
p
円。出国
M
H

は
こ
の
町
の
支
配
穫
を
握
り
、
自
ら
の
役
人
を
祇
し
、
従
来
の
特
棋
を
認
め
る
と
共
に
外
敵
を
退
け
、

に
至
っ
て
重
大
た
る
特
樺
献
を
附
興
し
た
と
い
ふ
。

世
に
ベ
ロ
m
F

円ヴ
P
円。盟国
P
}
V
H
H
t
r
m川

u
u

と
稽
せ
ら
る

'" 
も
D 

f:l~ 
ち
ラー

れー
でー
あ宅入
る巴 j¥.
。年

併 ブL
し月

乍
ら
こ
白
文
書
に
闘
し
で
は
、

そ
の
真
偽
・
，
内
容
共
他
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
き
で
は
後
節
に
論
や

る
こ
と
ミ
な
し
、
と
λ

で
は
た
ど
と
の
文
書
が
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
市
初
期
の
法
制
を
論
十
る
も
の
子
中
心
を
な
す
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
に
止
め
よ
う
。

翌
一
一
八
九
年
、
遺
放
よ
り
蹄
園
し
た
回
出
向
日
い
O
V
臼

2
F
0
4。
は
兵
力
を
以
て
一
時
リ
ュ

l
ペ
ッ
ク
の
支
配
樺
を
獲
得
し
た
が
、
伯

k
E
O
H
片
岡
口
・
及
び
ザ
ッ
ク
セ
ン
公
切
O
E
F
P
己
に
依
ら
れ
、
都
市
は
再
び
時
の
皇
帝
国
広
田
氏
ロ
F
4
H
・
(
H
H
S
l
H
H
S
)
の
支
配
に
闘
し

(
七
五
)

た
c然

る
に
一
一
九
五
年
八
月
、
わ
れ
わ
れ
の
都
市
リ
ュ

1
ペ
ザ
グ
の
建
設
者
間
冊
目
出
江
口
r
h
H
S
F
O調
。
は
切
5
5
5岳
4
4
0
拡
の
町
に
淋

(
七
六
)

し
く
逝
き
、
皇
帝
ま
た
間
も
な
く
死
し
、
濁
逸
圏
内
は
又
も
や
王
位
争
奪
の
混
乱
時
代
に
入
る
。
巧
由
民

S
w
a
g正
g
雨
ι

誌
の
争
ひ
よ
り

起
る
二
重
濯
帝
の
闘
争
、
圏
内
の
絶
え
ざ
る
反
乱
、
社
合
的
不
安
等
は
山
口
同
然
に
園
境
樺
力
の
訣
除
を
招
き
、
今
ま
で
皇
帝
の
構
成
を
認
め

て
ゐ
た
外
園
勢
力
を
し
て
猫
逸
領
内
へ
の
侵
略
を
助
成
せ
し
む
る
結
果
と
た
づ
た

U

ト
」
斗
に
外
岡
勢
力
と
は
北
方
丁
抹
そ
白
園
に
外
た
ら

相
判
抽
旭
川
シ
ヂ
都
市
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
の
成
立
に
づ
い
て

(
知
日
間
)

一
六
五
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終
済
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第
四
銃

a

命、4

、

-

J

ノ

4
ノ

な
い
。想

ふ
に
丁
抹
王
園
は
賢
玉
関
口
同
向
島

2
C
E田
由
。
令
。

E
l
H
8
3
以
来
半
世
紀
の
問
調
抱
一
と
和
親
の
交
を
維
持
し
て
来
た
が
、

パ
二
年

関口一回向

4
H・
立
つ
に
及
び
皇
帝
と
不
和
を
生
じ
、
絡
に
忠
誠
を
担
否
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
頃
以
来
漸
く
園
力
の
充
賓
と
園
威

D
仲
張
を
計
る
丁
抹
の
勢
力
が
猫
逸
北
境
を
侵
蝕
す
る
。
同
回
出
向

4
H・
は
弟
司
色
白
押
自
己
を
し
て

同)広
r
g
p『
面
白

ro巳
P
ロ
白
"
出
C
】由片品目白

に
兵
を
出
し
、
書
冊
目
g

d

D
舎
鞍
に
伯

k
E
C
H
同
]
[
同
]
[
・
を
破
り

J

、
破
竹
白
勢
を
以
て
同
P
Eゲ
5mV
出
丘
四
時
ゲ
ロ
円
旬
、

m
D
r
4
2宮
等
に
迫
つ

た
o
Z
2白
色
ゲ
山
口
∞
山
自
の
地
は
今
や
全
く

γ
抹
の
樺
力
下
に
置
か
れ
、
調
逸
園
内
よ
り
防
禦
の
援
軍
来
ら
や
J

、
掠
奪
の
同
避
す
べ
か
ら
ざ

(
七
七
)

る
を
悟
っ
た
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
の
町
は
一
二

O
一
年
難
た
く
了
抹
軍
の
入
城
を
許
し
た
。
こ
れ
よ
り
二
十
齢
年
の
問
、
リ
ュ

l
べ
v
ク
市
は

了
抹
白
支
配
下
に
立
つ
こ
と
与
な
る
。

丁
抹
支
配
下
白
リ
ュ

1
ぺ
ッ
ク
の
町
は
、
決
し
て
そ
の
殻
遣
を
阻
害
せ
ら
る
L

如
き
不
利
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
印
ち
散
乱

お
さ
ま
っ
て
後
、
と
の
地
方
一
替
は
丁
抹
王
D

一
族
な
る
と

z
g
z
gロ
。
己
P
B官
含
の
伯
舗
と
な
っ
た
が
、
都
市
リ
ノ
ュ

l
ぺ
ゥ
ク

(
七
八
)

D
み
は
特
殊
地
域
と
し
て
直
接
困
王
の
支
配
を
受
け
て
ゐ
た
。
想
ふ
に
蛍
時
の
如
き
闘
内
素
鋭
の
世
に
あ
っ
て
は
一
領
主
の
塊
備
た
る
よ

、、

り
は
、
強
力
な
る
外
園
勢
力
の
保
護
の
下
に
安
全
た
る
費
達
を
緯
け
る
方
が
よ
り
賢
明
た
る
策
で
あ
っ
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
殊

に
同
内
回
口
白

4
H・
の
死
後
、

J43-HPBZ][戸
の
如
き
稀
に
見
る
英
主
の
出
現
あ
り
、
丁
抹
の
東
方
進
出
に
別
目
す
べ
き
も
の
ふ
あ
っ
た
営

時
に
於
て
は
尚
更
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
た
ら
ぬ
。
か
く
し
て
リ
ュ

I
ベ
ゥ
ク
は
潤
逸
皇
帝
よ
り
附
興
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
特
植
を
、
そ
の
ま

L

丁
抹
園
王
に
認
め
し
め
つ
L

調
自
の
瑳
展
を
示
し
て
行
っ
た
。

然
る
に
偶
々
一
二
二
三
年
に
五
り
、
伯
国
岳
山
口
氏
口
H
H
4
8
m口V
4司

2
・E
を
中
心
と
す
る
了
抹
支
配
地
解
放
の
運
動
起
り
、

]
[
L

旬
。
。
島
D



奇
襲
に
依
づ
て
丁
抹
王
の
軍
敗
れ
る
や
、
パ
ル
ト
海
沿
岸
に
於
け
る
了
抹
の
勢
力
は
俄
か
に
消
滅
す
る
こ
と
よ
先
的
。

奮
領
同
復
と
外
閤
勢
力
の
排
除
に
燃
ゆ
る
猫
滋
一
諸
侯
の
聯
合
軍
に
伍
し
て
、
完
全
な
る
猫
立
性
を
保
持
し
つ
ふ
「
自
ら
白
意
志
と
白
ら

の
経
費
」
に
よ
っ
て
兵
を
山
内
し
、

γ
抹
白
遠
征
に
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
役
割
を
演
じ
た
都
市
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
町
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
で
あ
っ

(八

O
)

た
ι

何
故
に
リ

4
1
ベ
y

ク
市
の
み
が
か
か
る
特
殊
の
役
割
を
演
じ
、
ま
た
演
じ
得
た
白
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
問
題
は
蛍
時
の
都
市
制
度

を
推
測
す
る
上
に
注
目
す
べ
き
暗
一
不
を
典
へ
る
も
む
と
忠
ふ
。

一
二
二
五
年
、

ホ
ル
ス
タ
イ
ン
に
於
け
る
丁
妹
の
支
配
樺
が
完
全
に
破
れ
た
時
、
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
市
を
誰
の
支
配
下
に
置
く
べ
き
か
立

問
題
と
な
さ
れ
た
。
併
し
乍
ら
こ
白
戦
争
に
於
け
る
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
の
特
殊
的
地
位
は
猫
逸
諸
侯
の
等
し
く
公
認
す
る
所
で
あ
っ
た
が
た

め
に
、
時
D
皇
帝
司

E
E昆
岳
]
[
戸
は
市
民
の
熱
誠
た
る
願
笠
を
諒
入
れ
、
謹
一
二
二
六
年
六
月
伊
太
利
よ
り
使
者
を
諮
っ
て
と
与
に
リ

(
八
一
)

ュ
1
ベ
ッ
ク
市
史
上
最
も
光
輝
あ
る
特
権
を
附
典
す
る
と
?
と
、
?
な
っ
た
。
と
の
特
権
批
中
特
に
注
意
す
べ
き
は
弐
の
一
何
で
あ
る
。

-m

、

・・・

-
8
5
0島
E
g
p
H広
寄
与

p
z
g
g
9
E
k
u
z
b
q
E
S
F雪
印
肘
忌
凡

3
5芯
N
S一司言

Fお
き
喝

qHa
品
、
三
円
笠
宮
目
的
、
司
口
仇
E
N
S
F舌
き
∞
司
同

守
口
丈
∞
町
喝
さ
司
可
紅
色
白
九
九
き
広
三
2
5
N
S
-
m守
主
司
噂
吋
口
立
た
宅
、
寄
託
一
言
宮
、

S
N
F
一
向
。
悼
む
忍
gas-
言
者
凸
可

b
s
e旬
。
的
、

2
E札
九
C
5
4
3
e

品
目
』

U
Q
コ
む
同
九
円
相

か
く
の
如
く
し
て
リ
ニ
ー
ベ
ッ
ク
の
町
は
皇
帝
直
属
の

「
帝
岡
自
由
都
市
」
と
な
り
、

ヱ
ル
ベ
以
北
の
地
に
於
け

る
最
初
の
柴
替
を
勝
得
た

ο
p
z
a
F
Pげ
也
市
附
の
時
代
は
別
と
し
て
、

一
一
四
三
年

LEG-均一口・
2
ロ
訟
。

zgロ
ヴ
日
ぬ
に
よ
っ
て
建
設
せ
ら

れ
で
よ
り
八
十
齢
年
、

一
一
五
八
年
同
色
口
氏
白
『
。
2
F
O巧
∞
に
よ
る
新
建
設
よ
り
約
七
十
年
、
永
き
政
治
的
建
濯
の
波
に
も
ま
れ
、
幾

度
か
戦
乱
の
渦
中
に
投
ぜ
ら
れ
て
苦
痛
を
し
の
ぎ
、
常
に
自
治
樺
獲
得
へ
の
精
進
を
つ
ど
け
て
来
た
甲
斐
あ
っ
て
，
今
や
自
ら
む
カ
に
よ
れ

J

て
こ
の
柴
替
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
以
後
調
幅
さ
れ
た
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
市
に
と
っ
て
は
た
ど
結
え
ざ
る
殻
展
の
時
代
が
や
っ
て
来

濁
逸
ハ
シ
ザ
都
市
リ
ュ

1

ベ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
帯
出
)

一
六
七
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へ
八
二
)

還
は
額
め
て
興
味
あ
る
経
過
を
辿
っ
て
ゐ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
リ
ュ

l
ペ
ッ
グ
市
成
立
の
意
味
在
考
へ
る
に
際
し
、

か
く
白
如
き
「
都

市
研
究
の
史
的
経
過
」
を
重
ん
や
べ
き
は
や
同
然
で
は
あ
る
が
、
ま
た
他
の
一
聞
に
於
て
、
か
ふ
る
経
過
か
ら
一
腹
離
れ
て
わ
れ
わ
れ
自
身

の
問
題
に
直
両
し
て
み
る
と
い
ふ
飴
地
白
存
す
る
こ
と
も
担
む
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

想
ふ
に
中
世
調
混
一
都
市
が
生
日
制
た
き
古
代
都
市
の
形
骸
乃
至
は
農
村
か
ら
脱
却
し
て
新
し
き
圏
慢
意
識
に
日
畳
め
、
い
は
ど
第
三
階
扱

と
し
て
の
市
民
(
出
回
話
。
乙
の
生
け
る
固
僅
と
し
て
批
合
的
・
文
化
的
単
位
を
構
成
す
る
史
的
推
移
を
観
ん
と
す
る
も
白
は
、
一
方
に
於

て
は
官
時
の
文
書
設
に
文
献
に
去
は
れ
る
都
市
そ
の
も
の
込
一
位
合
的
地
位
の
向
上
を
窺
ふ
と
土
ハ
に
、
他
方
に
於
て
は
都
市
制
度
の
上
に
現

は
れ
来
る
新
し
き
出
O
B
S仲
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
蓋
し
後
世
永
く
維
持
せ
ら
れ
た
制
度
の
費
生
こ
そ
、
或
る
意
味
で
は
こ
の

濯
の
事
情
左
最
も
端
的
に
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
も
過
言
で
は
な
か
ら
う
。
か
ふ
る
立
場
か
ら
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
与
に
と
り

あ
げ
た
き
問
題
は
共
の
二
つ
で
あ
る
。
即
ち
一
は
中
世
滴
逸
都
市
白
核
心
を
た
し
自
治
憶
の
中
心
機
闘
を
構
成
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ

る
Z

】出丘
u
w
(

市
参
事
合
)
制
度
心
費
生
を
何
庭
に
求
む
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
り
、
他
は
品
目
同
時
の
市
民
の
法
律
生
活
、
換
言
す
れ
ば
中

世
都
市
生
活
の
特
色
と
し
て
奉
げ
ら
れ
る
有
名
た
る
法
諺

E
m
g
t
z
E
B
S
E
同
g
r
z
な
る
原
則
が
、
内
容
的
に
い
っ
て
如
何
な
る
意

義
を
も
っ
て
ゐ
た
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
と
の
二
つ
の
問
題
は
い
は
ど
楯
の
雨
商
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

と
も
に
等
し
く

自
治
問
慢
と
し
て
白
都
市
生
活
の
特
徴
を
法
制
史
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
便
宜
上
同
者
を
一
陪
切
離
し
て
考
へ
て
み
た
い
。

か
〈
の
如
く
し
て
先
づ
第
一
-
に
「
民
主
制
度
の
殻
生
」
を
、
上
述
せ
る

p
a
-
-
パ
ッ
ク
市
建
設
の
政
治
的
経
過
を
顧
み
つ
h

考
察
す
る
と

E
が
本
節
の
中
心
問
題
と
た
る
で
あ
ら
う
。

相
州
逸
ρ

シ
ザ
都
市

η
ノュ

1
ペ
ツ
ク
の
成
立
に
づ
い
て

(
増
岡
)

七
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一
七
凶

営
時
の
史
料
の
上
で
通
常
=
g
H
H
E
F
E
3
た
る
羅
旬
語
を
以
て
表
は
さ
れ
る
国
主
の
制
度
は
、
通
説
に
従
へ
ば
既
に
十
二
世
紀
の
後

(
八
三
)

牛
に
存
在
し
、
都
市
行
政
の
中
心
を
な
し
て
ゐ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
こ
の
頃
白
日
間
を
有
す
る
文
書
に
、
漸
く
g
g
d
H
S
乃

至
は

。。回出向ロロ日

な
る
言
葉
が
現
は
れ
初
め
る
と
こ
ろ
よ
り
、
逆
に
推
測
し
て
こ
の
制
度
の
琵
生
を
十
二
世
紀
中
期
に
求
め
ん
と
す
る

も
の
に
外
た
ら
た
い
。
然
る
に
近
時
史
料
の
巌
E
な
る
批
判
が
企
て
ら
れ
、
殊
に
十
二
・
三
世
紀
都
市
関
係
文
書
の
備
作
並
に
改
震
が
鷲

く
べ
き
多
数
に
の
ぼ
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
て
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
史
料
の
再
吟
味
を
行
ふ
こ
と
た
く
し
て
か
ふ
る
通
設
に
左
相
す
る
こ

-
と
が
出
来
な
く
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ま
た
リ
ュ

1
ベ
v
ク
市
の
史
料
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

い
は
ゆ
る

kr宗
'
F同
ヴ
由
口
一

w

の
土
日
は
別
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
リ
ュ

1
ベ
ヴ
ク
の
町
が
東
方
移
民
の
中
心
と
し
て
一
一
四
三
年
ホ
ル
ス

ク
イ
ン
伯

kE。
民
国
・
に
よ
っ
て
建
設
せ
ら
れ
た
官
時
、
果
し
て
如
何
な
る
制
度
を
有
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
問
題
註
解
く
た
め

の
資
料
が
殆
ん
ど
残
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
は
甚
だ
残
念
で
あ
る
。
た
ど
わ
れ
わ
れ
は
わ
づ
か
に
同
冊
目
白

0
5
の
記
述
に
見
え
る
用
語
例
に
よ

り
そ
れ
を
推
測
す
る
の
外
は
な
い
。
彼
は
こ
白
町
の
建
設
を
遮
べ
る
章
以
下
数
箇
所
に
於
て
、

2
2由
可
ロ
g
u
w
w
t
百
円
宮
=
等
の
言
葉
以
外

(
八
四
)

に
、
リ
ュ

1
ベ
ヴ
ク
を
呼
ぶ
に
E
白
山

i
g
E
u
u
た
る
語
を
以
て
し
て
ゐ
る
。
羅
高
時
代
よ
り
の
古
き
都
市
は
別
と
し
て
、
一
般
に
出
己
目

oz

(
八
五
〉

の
時
代
に
は
♀
己
宮
田
な
る
言
葉
は
自
治
憧
と
し
て
の
僚
件
及
び
制
度
を
有
す
る
都
市
圏
樫
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
述
べ
る

初
期
の
リ

f
l
ベ
ッ
ク
が
か
L

る
意
味
に
於
け
る
丘
三
宮
田
を
構
成
し
て
ゐ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
そ
れ
は
か
ふ
る
巌
密
な
る

意
味
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
。
尤
も
そ
の
成
立
D
事
情
よ
り
推
し
て
、
住
民
の
大
部
分
が
最
初
か
ら
商
業
を
主
要
業
務
と
す

(
八
六
)

る

B
Z
S
5
2
で
あ
り
、
町
自
埋
も
屡
て

4
2
5
z
な
る
語
を
以
て
呼
ぼ
れ
て
ゐ
る
所
よ
り
、
外
形
上
統
一
あ
る
植
民
地
都
市
の
観

を
呈
し
て
ゐ
た
と
は
考
へ
ら
れ
る
が
、
未
だ
伯
領
か
ら
直
別
さ
れ
た
特
殊
地
域
た
る
意
識
さ
へ
費
生
せ
す
、
ま
し
て
や
内
部
の
法
制
が



「
自
治
世
」
と
し
て
完
成
し
て
ゐ
た
と
見
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
出
来
な
い
。
史
料
の
不
足
よ
り
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
以
上
に
ホ
ル

ス
ク
イ
ン
伯
治
下
の
リ
ュ

1
ベ
v
ク
建
設
の
内
容
を
臆
測
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
思
ふ
。

然
る
に
一
一
五
七
年
よ
り
翌
五
八
年
に
か
け
て
行
は
れ
た
同
氏
E
H
O
V
色
Z
F
0
4
4
0

の
新
建
設
に
至
ヲ
て
漸
く
そ
の
内
容
を
窺
ふ
に
足

る
若
干
の
史
料
に
接
す
る
。
市
し
て
こ
の
頃
に
至
っ
て
初
め
て
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
は
少
く
と
も
外
形
上
「
都
市
」
と
し
て
の
僚
件
を
完
成
し

(
八
七
)

た
の
で
は
、
な
か
ら
う
か
。
却
ち
こ
の
時
に
至
っ
て
都
市
は
伯
の
支
配
か
ら
脱
し
て
直
接
公
の
下
に
立
っ
と
同
時
に
、
い
は
ど
特
殊
の
地
域

と
し
て
特
別
の
保
護
を
受
け
た
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
否
定
ナ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
併
し
わ
れ
わ
れ
の
闘
心
は
寧
ろ
そ
の
昔
時
に
於
け
る

都
市
内
部
の
構
造
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

前
節
に
も
謹
べ
た
如
く
、
国
O
H
g
o
E
は

同

a
z
z
r
p
F・
に
よ
る
建
設
の
事
情
を
記
す
に
3

国
仲
間
宮
古
広

B
oロ伯仲
P
B
E
F
o
g
-

(
八
八
)

ロ
2
E
2
2
3
町
民

e
雪
害

F
2
2史
認
な
S-w切
な
る
語
を
以
て
し
て
ゐ
る
。
こ
斗
に
所
謂

3

山口

E
a
dム
g
t由
『
。
ロ
恒
国
白
血
田
山
B
p
u
u

と
は
果
し

て
何
を
指
す
D
で
あ
ら
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
直
ち
に
リ
ュ

l
ペ
ッ
ク
都
市
法
の
内
容
を
な
す
諸
樺
利
た
り
と
推
定
し
て
誤
な
し
と

い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
も
し
誤
た
し
と
す
る
た
ら
ぽ
、
そ
の
内
容
を
窺
ふ
に
足
る
べ
き
他
の
史
料
が
存
す
る
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
も
し

か
み
る
史
料
が
存
す
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
中
か
ら

。。

5
己
2
印
ち
出
邑
制
度
の
起
源
を
さ
ぐ
る
べ
き
何
等
か
の
手
が
か
り
が
見

っ
か
り
は
し
な
い
か
。
数
多
き
濁
逸
都
市
の
う
ち
に
於
て
、
最
も
半
く
同
丘
制
の
護
生
し
た
都
市
の
一
つ
と
い
は
れ
る
リ
ュ

1
ペ
v
ク

市
に
闘
す
る
限
り
、
こ
れ
等
の
問
題
は
甚
だ
興
味
深
き
も
の
と
い
は
ざ
る
を
得
た
い
。

同
色
目
。
戸
の
こ
の
一
匂
と
関
聯
し
て
直
ち
に
翠
起
せ
ら
る
λ

の
は
、
一
一
八
八
年
九
月
皇
帝
吋
立
与
広
島
]
[
・
が
こ
の
町
に
附
輿
し
た

(

八

九

)

へ

九

O
)

と
い
は
れ
る
劃
期
的
た
特
権
欣
、
印
ち
所
謂

ζ

国
号
ず
号
。
砲
事
町
民
4
門
戸
岳
山
山
一
ご
中
に
見
出
さ
る
ミ
弐
の
初
で
あ
る
。

同
四
遜
ハ
シ
ザ
都
市
リ
ュ

1

ペ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
増
田
)

一
七
五
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銃

一
七
六

EHHH田
口
匂

2
4
2
Z
E
S岱
吉
田

S
E
E
S
ρ
巳
2
2
E
0
3
c
g
s
S
吉
言
宮
町
、
『
巳
5
5
N
G口仇

¥gzh叫

she-
同
司
令
弓
含
包
由

203hNRS

円目立
hHh判
定
足
運
営
司
仇
白
白
C
Z
凸
司
∞
急
ミ
」
己
主
eι~岳
民
。
室
。

'E『
S
Q
e
&
2
2
a雪
お
守
白
砂

8
5
8包
さ

s
t
・-:・・=

と
の
伺
を
文
字
通
り
に
解
ナ
る
時
は
、
嘗
て

同
氏

HH]ワ目。
HHA-2F0440
が
こ
の
町
の
新
建
設
に
際
し
て
附
典
し
た
特
樺
を
、

一
一
八
八

年
に
至
っ
て
そ
の
ま
L

皇
帝
が
再
認
せ
る
も
の
L

如
く
に
思
は
れ
る
。
従
っ
て
か
L

る
見
解
よ
り
す
る
従
来
の
論
者
は
、
十
八
筒
僚
よ

P

成
る

と
そ
印
ち
こ
れ
一
一
五
入
年
リ
ュ

1
ぺ
ッ
ク
再
建
蛍
時
の
法
制
、
換
言
す
れ
ば

、
、
、
、
、
、
、
、
、

rcロ
∞
注
目
白
色
E
p
w
w

を
何
等
か
の
意
味
に
於
て
内
容
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
た
す
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
代
表
者
と

し
て
わ
れ
わ
れ
は
中
世
都
市
法
制
史
研
究
の
一
方
の
権
威

g
z
p
-ぽ
島
田
伯
仲
田
島
品
目
を
奉
げ
た
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。

出向
V
円
ず
P
『

O
出
田
宮
市
民
4
巳

om

同
命
日
目

c
E
の
所
謂

E
E
H
P
ロ
H
i
s
t
E

一
九

O
八
年
伯
林
に
開
催
せ
ら
れ
た
園
際
歴
史
家
合
議
の
席
上
、
粧
の
行
っ
た
「
同
色
E
H
D
F
-
a
H
L
O唱
。
の
都
市
政
策
」
と
題
す
る

(
九
一
)

報
告
は
、
か
立
る
見
解
を
最
も
明
確
に
積
極
的
に
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
だ
け
中
世
都
市
研
究
の
史
家
に
多
大
の
興

味
と
刺
戟
と
を
興
へ
た
。
わ
れ
ゐ
れ
は
先
づ
問
主
制
度
に
関
聯
し
て
紋
の
所
設
を
窺
っ
て
み
よ
う
。

回
目
。
仲
田
口
げ
の
同
は
先
づ
同
氏
ロ
ユ
ロ
HMLZHL04司
。
に
よ
づ
て
建
設
せ
ら
れ
た
と
い
は
る
L

四
う
の
都
市
、
即
ち
・
冨
仔
g
v
o
p
F
{与
2
F

m
山口

rd司
2
E
及
び

同
F
m
o
g
g
E
回
話
回
戸
田
白

F
4
2
日∞-
の
各
々
建
設
官
初
に
於
け
る
都
市
法
制
を
今
日
残
存
す
る
幾
ら
か
の
史
料
よ
り
推

測
じ
、
そ
の
間
に
現
は
れ
る
こ
れ
等
四
都
市
の
法
制
が
、
同
時
代
の
他
の
濁
逸
都
市
に
比
し
特
に
新
し
き
願
著
た
る
特
色
を
示
し
て
ゐ
る

黙
を
見
つ
け
よ
う
と
企
て
る
。
こ
与
に
注
意
す
べ
き
は
こ
れ
等
四
都
市
は
す
べ
て
同
色
ロ
江
口
防
白

2
F
O
J
S
建
設
昔
時
の
オ
リ
ヂ
ナ
ル
な

史
料
を
扶
く
と
い
ふ
一
事
で
あ
る
ο

従
ハ
ノ
て
こ
の
間
題
の
解
明
に
は
常
に
史
料
の
巌
正
な
る
批
判
が
伴
は
ね
ぽ
た
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、

(
九
二
)

E
o
g
D
H
E
自
身
で
さ
へ
も
「
そ
こ
に
数
多
く
の
不
明
な
る
影
の
存
す
る
」
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る
。
リ
ュ

l
ぺ
v
ク
に
関
し
て
い
へ
ば
わ



れ
わ
れ
の
推
論
の
中
心
史
料
た
る
国
号
ヴ
ロ
H
C
E
E
宮
守
口
認
の
異
備
が
先
づ
最
初
に
聞
は
れ
た
〈
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
従
来
全
く
疑

問
を
さ
し
は
さ
ま
れ
な
か
っ
た
こ
の
文
書
の
員
費
性
が
、
主
百
種
の
比
較
研
究
並
び
に
印
盛
氏
干
の
琵
達
に
よ
っ
て
近
時
漸
く
疑
問
脱
さ
れ
る

(
九
三
)

に
至
っ
た
。
同
ぽ
仲
間
凸
『
曲
目
自
ら
も
決
し
て
こ
の
疑
問
を
無
副
し
た
わ
け
で
は
た
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
不
拘
彼
は
m
山口

FJ40見
出
及
び
国
E
S

EH田口
rd司
自
由
∞
・
に
於
け
る
史
料
倖
承
の
欣
態
よ
り
推
し
て
、
国
首
ヴ
号

O田富】
VHH4日H認
そ
れ
白
煙
の
成
立
に
闘
す
る
考
詮
は
深
く
顧
み
や
J

、

、
、
、

直
ち
に
こ
の
文
書
の
内
容
が
事
賃
上
回
申
山
口
氏
凸
『
白

2
F
0
4
0
の
特
権
欣
を
再
現
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
た
。
か
く
し
て
彼
は
、

(
九
四
)

]
H
E
E
r
g
に
闘
し
で
は
一
二
九
四
年
九
月
十
九
日
附
の
所
謂
3

出回

F
J
H
H吉
田
口
2

と
呼
ば
れ
る
出
口
角
。
】
片
岡
・
の
文
書
を
、
リ
ム

1
0へ

(
九
五
)

ッ
ク
に
つ
き
で
は
切
己
ヴ
己

2
5
H
E
4即
日
認
を
、

m
山口

VJ42宮
に
つ
き
で
は
そ
の
娘
都
市
(
パ
門

g
v
g
g
g止
。
)
の
残
存
都
市
法
を
、
ま
た

(
九
六
)

HWEZHH2F4命
日
向
に
つ
き
で
は
。
仲
念
仏
富
岡
山
口
白
に
よ
っ
て
附
興
せ
ら
れ
た
有
名
な
る
三
『
ロ

E
H
H
H角
田
ぬ
宮
山
由
主
を
、
そ
れ
ぞ
れ
推
論

の
根
擦
と
し
て
と
り
上
げ
、
比
較
研
究
す
る
と

E
に
よ
っ
て
、
こ
与
に
注
目
す
べ
き
結
論
を
導
き
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

E
o
g白
HHOH
に
よ
れ
ば
、
都
市
白

民
主
制
が
何
時
如
何
に
し
て
費
生
し
た
か
、
そ
の
起
源
左
何
に
求
む
べ
き
か
、
ま
た
如
何
た
る
種

類
の
都
市
に
最
初
に
瑳
生
し
た
か
と
い
ふ
如
き
は
要
す
る
に
問
題
の
試
定
の
仕
方
に
ふ
っ
て
異
っ
た
結
論
に
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来

の
論
争
は
い
は
ど
法
制
史
的
に
こ
の
制
度
の
萌
芽
を
出
来
得
る
限
り
遡
ヲ
て
探
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

m
D
F
O崎
。
口
付
。
出
。
∞
山
口
同
戸

や

C
F凶
の
制
度
が
出
主
制
起
源
の
問
題
と
閥
嚇
し
て
論
議
せ
ら
れ
た
の
は
全
く
こ
の
故
に
外
な
ら
な
い
。
と
れ
に
反
し
て
か
ふ
る
一

支向日

E
5
芭
と
ま
リ
亡
、

指
骨
7
F
l
菜

、

ιE

極
め
て
狭
義
に
こ
の
制
度
を
解
し
、

古
く
は

E
Sロ
EHguu
と
呼
ぽ
れ
、
後
に
は
止
問

pt
な
る
猫
逸
語
に

よ
っ
て
金
調
遁
に
弘
ま
っ
た
猫
逸
都
市
の
ぬ
一
品
田
口

E
2
2戸
。
に
し
て
全
く
⑦
山
口
「
申
告

HDr
な
法
制
そ
れ
白
煙
の
、
史
料
へ
の
表
は
れ
方
在

(
九
七
)

研
究
す
る
と
い
ふ
立
場
も
確
か
に
存
す
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
の
が
そ
の
山
内
議
黙
で
あ
る
。
従
づ
て
伎
は
、

。。ロ田口戸巾田

た
る
名
稿
は
そ
れ

潟
市
池
山
ン
ザ
都
市
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
増
岡
)

七
七



東
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血
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経
済
摩
研
究

第
四
鋭

一
七
八

以
前
か
ら
既
に
存
し
た
制
度
に
新
し
く
命
名
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
い
ふ
見
解
を
捨
て
ヘ

(
九
八
)

れ
回
忌
制
度
の
殻
生
た
り
と
考
へ
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。

一
躍
は
こ
の
名
稽
の
出
現
を
以
て
印
ち
こ

し
て
一
般
に
信
じ
ら
れ
来
っ
た
者
2
え
p
t
m
F

の
諸
都
市
、
殊
に

か
く
の
如
く
し
て
彼
は

g
E己
2
な
る
語
の
最
初
に
表
は
る
ミ
史
料
を
探
求
す
る
こ
と
の
必
要
な
る
を
述
べ
、
従
来
か
込
る
史
料
と

(

九

九

)

(

一

0
0
)

m

山
富
田
酔
及
び
云
己
申
ゲ
白
bHW
の
文
章
日
に
見
え
る
記
述
は
、
文
書
日
附
蛍

時
の
原
文
に
非
ざ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
結
局
「
今
日
の
研
究
で
は
わ
れ
わ
れ
に

t
gロ
E
H
2
3
な
る
も
D
λ

活
動
を
一
不
じ
て
く
れ
る
最

(一
O
一

)

ご

O
一

一

)

(

一

O
一ユ)

古
の
都
市
史
料
は
、
恐
ら
く
は
同
氏
ロ
ユ
ロ
『
臼
Z
F
0
4
4の
が

Fβ
ず

S
F
同
p
m
g
E
F円

Z
H
W
H
d
g
H
H
g
r巧
o
f
並
び
に

m
o
F司
2
宮

に

附

奥
し
た
都
市
法
で
あ
ら
う
」
と
判
断
す
る
。
而
し
て
彼
は
か
斗
る
判
断
か
ら
進
ん
で
、
「
以
上
の
こ
と
を
以
て
出
品
目

E-EH
は
民
主
制
度

の
創
始
者
で
あ
る
と
い
ふ
早
計
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
史
料
の
依
乏
よ
り
見
て
疑
は
し
い
と
い
へ
る
か
も
知
れ
た
い
。
併
し
乍
ら
彼
国
中

回同百円。
HW
臼

2
1
F
o
g
-
o

が
、
こ
の
制
度
の
成
立
並
び
に
普
及
の
時
代
に
於
け
る
そ
の
い
と
も
熱
心
な
る
促
進
者
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
だ

(

一

O
間
)

げ
は
何
人
も
疑
ひ
得
な
い
所
で
あ
ら
う
」
と
結
ん
で
ゐ
る
。

射日目
g
o
r
o
H

の
こ
の
結
論
は
決
し
て
断
言
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
同
時
代
の
他
の
都
市
に
比
し
て
奇
し
く
も
こ
の
四
都
市
の
み
が
共

通
の
特
色
、
新
し
き
制
度
の
存
在
を
物
語
る
如
き
史
料
を
有
し
て
ゐ
る
所
よ
り
、
偉
大
な
る
若
き
支
配
者
同
冊
目
日
目
。
V

の
都
市
政
策
に
こ

の
事
責
を
結
び
つ
け
、
そ
乙
に
獅
子
王
そ
の
人
の
人
格
を
基
礎
と
し
て
史
賓
の
見
直
し
を
行
は
ん
と
す
る
「
新
し
き
見
方
」
で
あ
り
、
そ

の
限
り
に
於
て
民
主
制
起
源
論
も
従
来
D
論
争
の
蹄
趨
と
は
別
に
新
し
き
領
野
が
輿
へ
ら
れ
た
?
と
見
る
こ
と
が
由
来
る
。

併
し
乍
ら

E
F
S
D
F
O
H
の
所
論
は
同
岳
山
口
比
OHH
己
2
F
0
4司
O
て
ふ
個
人
人
格
の
働
き
に
何
ら
か
の
新
し
き

開
H
O
B
O
一巳

を
求
め
ん
と

す
る
に
急
た
る
た
め
に
、
他
の
都
市
に
於
け
る
場
合
に
反
し
、
出
品
目
ロ
江
各
自
身
白
都
市
に
闘
す
る
史
料
の
批
判
が
未
だ
充
分
で
た
か
れ

J



た
憾
の
あ
る
と
と
を
桓
む
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
部
ち
自
ら
見
付
け
た
結
論
の
美
し
さ
に
惹
か
れ
て
、
従
来
D
問
題
を
い
は
ど
一
色
に
塗

り
つ
ぶ
し
た
の
で
は
た
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
今
一
度
同
昨
日
E
E
F
に
よ
っ
て
建
設
せ
ら
れ
た
都
市
.
殊
に
日
ノ
ュ

I

ベ
ッ
ク
の
史
料
に
づ
い
て
の
殿
正
た
る
批
判
を
探
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

盟
主
国
O
E
H

に
よ
っ
て
提
出
せ
ら
れ
た
「
新
し
き
解
轄
」
に
充
分
の
敬
意
と
理
解
と
を
一
不
し
乍
ら
、
全
く
史
料
の
民
貫
性
(
回

c
v
F

位。

。
批
判
か
ら
入
っ
て
詳
制
な
研
究
を
途
げ
、
結
果
に
於
て
は
彼
と
は
逆
に
、
史
的
推
移
り
大
き
な
流
れ
の
中
に

び
上
ら
を
、
意
味
づ
け
よ
う
と
企
て
た
も
の
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
先
づ

同
2
B
Pロロ

回目。口
}
H

D 

研
究
を
事 】
げ g
た砕

け 制
れ 度
ぽの
た(王室
らO 生
ibさを
。浮

回目
C
D
V

の
こ
の
論
文
は
表
題
の
一
訴
す
如
く
所
謂
切
P
号
己
O
羽
田
名
門
戸
イ
ロ
品
の
史
料
批
判
を
中
心
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
基
賄

と
し
て
猫
逸
中
世
都
市
一
般
に
於
け
る

回
一
三
制
起
源
論
に
ま
で
問
題
を
展
開
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
於
て
わ
れ
わ
れ
に

示
教
す
る
所
甚
だ
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
は
ざ
る
を
得
た
い
。

色百て

E
S
E
D
F冊
目
が
注
意
そ
促
し
乍
ら
も
、
自
ら
は
深
く
顧
み
な
か
っ
た
巧
忌
子
同
丘
団

S
等
に
よ
る
切

E
E
E盟
国
名
同
刊
誌
H
o
m
o

(一

O
六
)

外
形
的
批
判
は
、
再
び

同

W
H
C
ロげ

に
よ
っ
て
、
と
り
上
げ
ら
れ
、

そ
の
論
述
の
出
殻
貼
と
し
て
重
要
腕
せ
ら
る
λ

こ
と
三
な
っ
た
。
即
ち

t
J
~
H
H
)
由一戸

の
研
究
に
よ
っ
て
古
文
書
の
印
璽
が

吋
同
日
早
昆
ロ
-
H
]
[

・
の
も
の
で
は
な
く
後
年
の
備
作
な
る
こ
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
、

〔一
O
七

〕

(

一

O
八

)

(

一

O
九
)

に
よ
っ
て
そ
の
書
樺
が
固
ら
す
も
一
二

O
四
年
・
二
一
二
二
年
・
及
び
一
二
二
五
年
の
三
文
書
と
全
然
同
一
人
の
筆
蹟
な
る
こ

更
に

岡田・凶悪円

と
が
指
摘
せ
」
ら
れ
た
所
よ
り
、
出
回
C
白
H
H

は
先
づ
こ
の
文
書
が
(
一
)
。
H
，

f
古田
-V

で
は
な
く
、
(
二
)
皇
帝
D

同
m
H

ロ
N
F山
に
存
し
た
も

ω

で
も
な
け
れ
ば
、
(
三
)
ま
た
一
一
八
八
年
昔
時
の
作
製
で
も
な
い
。
恐
ら
く
は
一
二
二
二

l
一
二
二
五
年
の
頃
こ
の
町
に
生
存
し
た
人
心

(一一
O
)

作
製
に
か
L

る
も
の
で
あ
ら
う
と
推
測
し
た
。
斯
く
し
て
わ
れ
わ
れ
の
闘
心
の
中
心
た
る
べ
き
切
己
げ
P
吉
田
国
名
立
4
H
U
m
ぼ
、
そ
の
作
製

淘
逸
内
シ
ザ
都
市
F
4
1
ペ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
格
闘
U

ーと
九



東
京
商
科
大
皐
研
究
年
報

経
済
銀
研
究

第
四
銭

一
八

O

の
年
度
・
場
所
及
び
作
製
者
等
の
貼
よ
り
見
て
箸
る
し
く
そ
の
史
料
債
値
注
減
ぜ
し
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

然
ら
ぽ
共
に
、
こ
心
文
書
の
内
容
が

Fρ
ず
白
島
市
初
期
の
法
制
、
別
品
川
て
も
岡
山
主
制
度
の
起
源
を
探
る
上
に
幾
許
の
慣
値
を
有
す
る

も
D
で
あ
ら
う
か
。
と
与
に
一
縛
し
て
わ
れ
わ
れ
は
文
書
の
内
容
批
判
に
向
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

〔

一

一

一

)

想
ふ
に
前
越
せ
る

krE。
記
の
記
述
に
よ
っ
て
、

一
一
八
八
年
営
時
何
等
か
の
形
を
も
っ
特
権
欣
が
リ

f
i
ペ
ッ
グ
に
附
興
せ
ら
れ
た

と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
疑
ひ
得
な
い
事
責
で
あ
ら
う
。
併
し
そ
れ
が
同
氏
出
江
島
山
2
F
0
4
b
に
よ
る
建
設
品
目
同
初
白
特
権
欣
と
如
何
な
る
闘

係
を
有
し
た
か
は
全
く
知
る
由
も
な
い
。
従
っ
て
残
さ
れ
た
る
問
題
は
、

一
一
八
八
年
営
時
白
オ
リ
デ
ナ
ル
た
文
書
と
、
後
年
、
恐
ら
く

は
一
二
二
五
年
頃
白
備
作
た
り
と
推
定
せ
ら
る
L

所
謂
切
記
ゲ
号
O
田
富
市
民
4
即
日
出
向
と
の
内
容
上
の
闘
聯
如
何
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
こ
の

た
め
に
は
同
時
代
の
他
の
都
市
文
書
と
の
比
較
研
究
が
た
さ
れ
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
営
文
書
の
「
偽
作
」

D

意
味
が
一
初
め
て
明
か
に
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
ο

一
二
二
五
年
、
同
氏
尾
山
口
炉
開
2
4宮
阿
・

4
0
戸
出

S
E
Sヴ
耳
ぬ
が

Cmv向。ゲ回目ロ
r
の
町
に
附
興
し
た
特
樺
欣
は
、
か
与
る
問
題
を
解

く
た
め
に
興
味
あ
る
暗
示
を
興
へ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
れ
ぽ

出。山口
E
O
V
出

244一E
H・
は
「
嘗
て
皇
帝
吋
同
日
忠
岡
山
。
グ
が
リ

f
l

ペ
ッ
ク
の
市
民
に
劃
し
、
ま
た
こ
れ
を
糟
受
せ
る
丁
抹
王

許
可
し
た
と
記
さ
れ
か
一
か
一
k
o
E
c
-
-口
市
文
書
の
亡
侠
せ
る
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
向
。
ヴ

g岳
市
文
書
を
切
P
号
号

3
2
1
4口
由
ぬ
と

当
PHhHOB号
が
〕
M
g
H
F
の
市
民
に
封
し
認
め
た
る
と
同
内
容
の
」
自
由
を

比
較
す
る
こ
と
に
よ
づ
て
、

一
一
八
八
年
嘗
時
の
特
権
扶
白
内
容
を
間
接
に
窺
は
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
回
目
。
岳
は
こ
の
鈷
に
曲
一
周
回
し
て
雨
者
の

。
窓
・
山
町
、
品

w♂
♂
一
戸

H
3
己
w同∞
w
Z
等
の
各
僚
に
現
は
れ
る
規
定
並
び
に
用
語

細
密
な
る
比
較
を
な
し
、
切
同
月
ヴ
号
。
盟
国
P】

E
t
g
m

例
の
類
似
を
指
摘
す
る
傍
ら
、
他
方
、
両
者
の
規
定
の
構
造
、
殊
に

民
主
制
に
闘
す
る
規
定
に
於
て
注
目
す
べ
き
差
遣
の
存
す
る
と
と



を
明
か
に
し
た
。
即
ち
都
市
の
治
安
維
持
、
度
量
衡
・
貨
幣
・
生
活
必
需
品
等
の
取
締
は
雨
文
書
の
士
ハ
に
定
む
る
所
で
は
あ
る
が
、
そ
D

、

.

、

.

、

.

、

.

規
定
の
構
造
を
一
般
的
に
観
察
す
る
時
、
の
由
民
与
口
出
口

r
の
方
が
よ
り
百
円
出
匂
ユ
ロ
包
向
。
F

た
姿
を
一
不
し
、
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
の
方
が
よ
り
護

(
一
一
周
)

達
せ
る
形
式
を
備
へ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
前
者
が
い
は
立
諸
規
定
の
雑
然
た
る
併
列
た
る
に
反
し
、
後
者
は
規
定
。
各
僚
が
一

定
の
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
配
列
せ
ら
れ
、
ま
と
ま
っ
た
一
づ
の
都
市
法
の
樫
裁
を
示
し
て
ゐ
る
。
市
も
前
者
に
あ
っ
て
は
都
市
岡
有
の
裁

判
樺
に
闘
し
で
は
未
だ

z
凸

C
P
2
H戸
市
田
=

の
活
動
現
は
れ
歩
、

わ
づ
か
に
よ
国
向
由
同
3

D
存
在
を
見
る
に
過
ぎ
ぬ
の
に
反
し
、
後
者
に
よ

れ
ば
リ
ュ

l
eヘ
ヴ
ク
で
は
既
に
同
P
仲
裁
判
が
完
成
白
域
に
達
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
。
こ
誌
に
於
て
切
宮
市

r
は
「

C
p
a
oヴ
g
o
F
の
文
書

は
一
一
八
八
年
の
リ
ュ

l
ペ
ッ
ク
の
原
本
文
書
に
準
撮
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、

リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
の
岡
田
同
ゲ
伊
円
。
田
明
P
匂】ワ守口

om
は
一
一
一

二
五
年
頃
、
時
勢
の
要
求
に
A
口
す
る
や
う
に
改
鼠
(
国
民
】
・

2
ヴ
包
窓
口
)
さ
れ
た
も
心
で
あ
る
と
い
ひ
得
る
と
忠
ふ
」
と
道
破
し
た
。

と
の
判
断
は
ま
た
リ
ュ

l
ペ
v

グ
と
類
似
せ
る
商
業
都
市
に
し
て
し
か
も
リ
ュ

1
ベ
ヴ
ク
都
市
法
を
縫
受
し
た

へ
一
一
主
)

設
に
闘
す
る
一
一
八
九
年
の
文
書
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
書
き
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
心
部
ち
の

P
Fヴ
g
o
r
の
如
き
小
都
市
は

同

SHげ
H
M

吋∞.
の
新
建

兎
も
角
.

A

口
同
時
と
し
て
は
リ
ム

1
ベ
v
ク
を
凌
ぐ
北
蹴
の
古
き
町
出

mgヴ
再
ぬ
の
文
書
に
も
十
二
世
記
に
於
て
は
未
だ
民
主
の
規
定
を

見
出
し
得
な
い
。

以
上
の
推
論
よ
り
目
。
凸
『
の
到
達
し
た
結
論
を
略
言
す
れ
ば
、

(
一
)
皇
帝
困

APP-山

O
V
H
・
は
先
づ
一
般
的
に
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
市
民
に
艶
し
創
出
p
gヴ
耳

mw
。
羊
各
国
田
口
H
H

等
の
文
書
に
見
え
る
と
類

似
せ
る
特
穫
を
問
興
し
た
。

(二
U

市
し
て
一
二
二
五
年
頃
白
改
震
に
よ
っ
て

E

O日
4
2
3

な
る
文
字
が

z
gロ
E
H
S
Z
E
改
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
丁
度
出
白
色
守

相
何
逸
ハ
ン
ザ
都
市
リ
J

ー
ベ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

ハ
増
間
)

i¥ 



ヴ
ロ
凸
H
H

銘
四
被

(
一
一
六
)

に
闘
し
て
わ
れ
わ
れ
が
先
き
に
見
た
所
と
同
様
で
あ
る
。
絞
れ
ノ
て
そ
の
頃
以
来
民
間
各
制
度
が
全
市
民
の
行
政
機
関
と
し
て
活
動

東
京
商
科
大
皐
研
究
年
報

経
済
問
学
研
究

!¥. 

す
る
域
に
達
し
た
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

か
く
し
て

同
凶

P可
ヴ

Z
S
E
P官
守
口
市
ぬ
は
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
十
三
世
紀
前
期
の
備
作
乃
至
は
改
鼠
た
る
こ
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
、

そ
れ
の
み
を
以
て
し
て
は
最
早
や
一
一
八
八
年
に
リ
ュ

1
ベ
v

ク
に

8
5己
2
(同

pe
の
制
度
が
存
し
た
と
い
ふ
詮
撲
に
は
な
ら
ぬ
こ

E
A
放
る
ο

況
ん
や
こ
の
内
容
が
そ
の
ま
L

岡市山
E
f
v
Q
R
F
C君
。
に
よ
ヴ
て
興
へ
ら
れ
た
法
制
た
り
と
考
へ
る
こ
と
は
不
可
能
と
い

ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
リ
ュ

l
ベ
v
ク
に
於
て
民
主
制
の
存
在
を
認
む
べ
き
最
古
の
史
料
は
い
づ
こ
ま
で
遡
り
特
る
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
間
に
答
ふ
る
唯
一
の
史
料
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
一
二

O
一
年
五
月
十
二
日
の
日
間
を
有
す
る
司
敬
己
ぽ
守
山
C
V

の
文
書
を
掲
げ
る
こ

(

一

一

七

〉

(

一

一

八

)

と
が
出
来
る
。
原
本
た
る
こ
の
文
書
に
、
五
名
の

Z
8
5
2宮
肘
急
た
き
∞
訟
と
を
掲
げ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
首
時
こ
の
町
に
明
か
に
民
主

制
の
存
在
し
た
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
誇
様
で
あ
る
と
思
ふ
。
而
し
て
ま
た
、
制
度
と
し
て
の

岡
山
泣
設
置
の
問
題
は
兎
に
角
、

一
二

O
一

年
に
事
賃
上
そ
の
メ
ム
バ
ー
が
存
し
た
と
い
ふ
一
事
は
、
と
の
町
否
澗
逸
都
市
一
般
に
於
け
る

民
主
制
護
生
史
上
ま
こ

E
に
看
遁
ナ
ベ

か
ら
ざ
る
問
題
を
含
む
と
考
へ
た
い
。

こ
の
問
題
は
後
遺
に
譲
る
と
し
て
、

い
ま
し
ば
ら
く
回
目
C
D
V

の
所
論
を
顧
み
よ
う
ο

彼
は
進
ん
で
リ
ュ

l
ベ
ッ
グ
法
を
糟
受
せ
る
所

謂
「
娘
都
市
」
の
市
法
を
顧
み
、
ま
た
そ

D
m
d
F
4
2
g
E怠
(Hg
た
る

m
山
岳
君
。
阿
佐
祖
国
p
m
B
E
E
K
H
W
E
Z
E
C
F巧
色
民
社
一
可
の
史
料
批
判

二

一

九

)

士

三

O
)

を
行
ひ
、
更
に
は
リ
ュ

1
ベ
ザ
ク
の
母
法
と
な
っ
た

m
g
a
市
文
書
を
吟
味
せ
る
結
果
、

J
J
1

⑦
民
自
家
に
開
係
あ
る
濁
逸
都
市
に
於
て

HHE
制
の
存
校
在
詮
す
る
史
料
は
、

一
二

O
一
年
の
H
4
1
べ
w

ク
の
文
書
を
最
古
と
し
て
す
べ
て
十
三
世
紀
の
初
期
殊
に
二
十
年
代
以

後
の
も
の
で
あ
り
、
十
二
世
紀
の
史
料
に
は
断
じ
て
そ
の
根
跡
を
認
め
得
ぬ
こ
と
を
立
設
し
た
ο

か
く
し
て
彼
は
、
消
極
的
に
は

...... 
司
(!) 
........ 



p
p
諸
侯
、
殊
に

国
岳
山
口
止
。
r
白mw
円

F
c巧。

の
如
き
支
配
者
人
格
乃
至
は
意
識
的
な
政
策
に
こ
の
制
度
の
起
源
を
求
め
ん
と
す
る

mw
・

問問。仲田口
roH
の
「
新
し
き
解
騨
」
に
反
駁
の
矢
を
放
っ
と
共
に
、
他
方
積
極
的
に
は

H
w
p
g
f
誓
E
Eヴロ円∞
.MmT同

2
・
4
司
C
M
d
H
国
等
D
如

き
古
き
西
甫
猫
逸
都
市
に
十
二
世
紀
以
来
存
し
た

E
8
5ロ
E
B
=
乃
至
は
供
二
百
出
白
血
印
苫

(一一一一一)

し
、
こ
誌
に
於
て
い
は
ピ
一
種
の
通
設
に
そ
の
論
述
の
師
結
を
求
め
ん
と
す
る
も
の
与
如
〈
で
あ
る
。

の
制
度
に
岡
山
内
与
の
起
源
を
求
め
得
る
と
な

想
ふ
に
先
き
に
見
た

H
H
2
g
c
r巴

の
見
解
は
、
史
的
推
移
θ
上
に
表
は
れ
る
歴
史
人
格
の
創
造
力
を
重
ん
じ
、
新
し
き
生
命
を
明
確

に
把
握
せ
ん
と
す
る
企
て
ど
あ
り
、

回
目
。
ロ
『
の
論
述
は
一
事
象
の
由
来
を
蛮
生
史
的
ハ

mgo仲
山
田
口
ど
に
究
め
て
殻
展
の
過
程
を
導
か
ん

と
す
る
態
度
で
あ
る
と
い
へ
る

U

と
の
二
つ
の
態
度
は
史
家
の
論
争
に
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
根
本
的
た
劃
立
で
は
あ
る
が
、
雨
者
は
わ
れ

わ
れ
賞
一
白
の
問
題
に
閲
し
て
い
へ
ぽ
、

る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
猫
逸
都
市
一
般
に
摘
が
り
行
く
こ
の
制
度
殻
生
の
傾
向
を
窺
ひ
、
雨
現
象
在
比
較
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
方
に
於
て

同
日
酔

の
制
度
が
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
の
町
に
極
め
て
早
く
よ
り
存
し
た
理
由
を
考
察
す

或
る
程
度
D
結
合
が
得
ら
れ
る
白
で
は
な
か
ら
う
か
ο

わ
れ
わ
れ
は
最
後
に
と
の
問
題
を
考
へ
て
み
た
い
。

従
来
猫
遁
都
市
に
於
け
る
民
主
制
の
最
古
の
質
例
と
し
て
拳
げ
ら
れ
来
っ
た
多
く
の
都
市
文
書
は
、
み
な
等
し
く
十
三
世
紀
白
備
作

乃
至
は
改
鼠
な
る
こ
と
が
立
読
せ
ら
れ
た
ο

然
ら
ぽ
濁
逸
に
於
て

立

凸

C
出
国
d
H
H
O

田=
の
存
在
を
設
す
る
比
較
的
初
期
の
真
正
た
る
文
書
は

如
何
た
る
都
市
に
見
出
さ
る
ふ
で
あ
ら
う
か
。
い
ま
主
と
し
て

『
・
開
。
己
的
。
ロ
の
史
料
集
を
通
じ
て
こ
の
謹

ω
事
情
を
表
示
す
れ
ぽ
式

の
如
く
で
あ
る
。

年
次

H
H
U
E
 

都

市

名

d
可
2MMH

出

典

出
H
c
o
r
H
F
P
0・
m・
日
0

・

組
制
選
ハ
ン
ザ
都
市
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
の
成
立
に
づ
い
て

(
増
田
)

一
八
三
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う
同

W
2
0
y
m淳
司
富
田
ヴ
出
品
w
m
q
o山

0
3
4。

E
E
等
に
於
け
る

8
5巴
号
F
H・
2
g
g由
乃
至
は
宮
色
白
骨
曲
が
費
質
上
出
主
と
同
様
の
機

能
を
持
つ
都
市
制
度
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
印
ち
換
一
一
一
目
す
れ
ば
法
制
史
的
に

民
主
制
度
の
起
源
を
遡
り
求
め
る
こ
と
は
姑
く
措
き
、
後

世
民
主
と
呼
ば
れ
た

ocE己
2
に
闘
す
る
限
り
に
於
て
、
わ
れ
わ
れ
は
上
担
せ
る
如
き
一
般
的
傾
向
を
見
る
ο

而
し
て
こ
り
傾
向
を

静
観
す
る

E
き
、
こ
の
制
度
の
起
源
を
探
る
興
味
以
上
に
、

そ
こ
に
何
等
か
の
意
味
に
於
け
る
時
代
の
新
し
く
も
力
強
き
特
換
を
感
得
せ

中
に
は
居
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
即
ち
長
き
歳
月
に
一
旦
っ
て
い
は
ど
地
理
的
友
都
邑
又
は
楽
落
に
過
ぎ
な
か
っ
た
町
々
が
、
十
三
世
紀
初

頭
殊
に
そ
の
二
十
年
代
以
降
躍
如
と
し
て
地
方
自
治
権
の
獲
得
に
ひ
た
す
ら
な
る
努
力
を
表
は
し
、
そ
の
結
果
こ
λ

に

回
出
丘
を
中
心
と

す
る
自
治
固
慢
の
完
成
を
見
る
に
至
っ
た
。
尤
も
か
L

る
努
力
は
一
部
費
達
せ
る
都
市
の
市
民
に
よ
っ
て
意
識
的
に
行
は
れ
た
も
白
で
あ

り
、
多
数
の
内
園
小
都
市
は
単
に
市
法
纏
受
の
形
に
よ
っ
て
可
P
白
岱
。
出
口
』
】
に
こ
の
制
度
を
受
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
ν

こ

の
還
の
事
情
は
中
世
都
市
の
固
惜
意
識
を
考
へ
る
上
に
興
味
あ
る
問
題
を
提
す
る
も
の
で
あ
る
と
忠
ふ
が
、
今
は
暫
く
こ
れ
に
は
閥
れ
ぬ
。

要
す
る
に
中
世
都
市
の
技
心
を
た
す
民
主

の
制
度
は
、
十
三
世
紀
初
頭
に
そ
の
萌
芽
を
表
は
し
、

そ
の
後
宇
期
に
及
ん
で
は
殆
ん
ど
全

調
逸
の
地
に
あ
ま
ね
く
普
及
す
る
こ
と
与
な
っ
た
。
と
白
こ
と
の
み
を
以
て
し
で
も
十
三
世
紀
が
濁
逸
都
市
の
登
展
史
上
に
持
つ
意
義
は

大
た
り
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
の
如
き
民
主
制
普
及
の
一
般
的
傾
向
の
中
に
、

わ
れ
わ
れ
の
新
建
設
都
市
リ
ュ

l
ぺ
ッ
グ
が
何
故
に
か
く
も
平
く
、
他
の
古
き

諸
都
市
に
さ
き
が
け
て
と
の
制
度
を
と
り
入
れ
得
た
D
で
あ
ら
う
か
。
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
市
成
立
の
過
程
を
臨
み
る
時
、
比
較
的
容
易
に
こ

の
事
情
を
曾
得
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

濁
逸
ハ

y
ザ
都
市
リ
ュ

1

ペ
?
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
弔
問
)

一
八
五



東
京
商
科
大
昼
間
附
究
年
報

終
済
問
中
研
究

第
四
時
四

一
八
六

前
節
白
記
述
に
よ
っ
て
既
に
明
か
た
る
如
〈
、
リ
J
4
1
ベ
v
ク
D
町
は
そ
の
建
設
の
常
初
よ
り
人
質
的
な
要
素
を
多
分
に
合
ん
で
ゐ
た
ω

印
ち
十
二
世
紀
後
牛
以
来
特
に
額
著
と
な
っ
た
東
方
植
民
の
動
き
に
乗
じ
て
、
荒
涼
た
る
具
教
の
地
に
績
が
り
行
く
謂
洗
一
移
民
の
中
心
た

る
こ
と
が
そ
の
建
設
の
動
機
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
市
民
の
大
部
分
は

J
4
2
H
F
H
Y
出

U
F
E
m
g
r
g戸
町
一
寸
の
諸
地
方
よ
り
掠
れ
る
移
民

(
一
二
九
)

よ
り
成
づ
て
ゐ
た
。
加
ふ
る
に
幾
度
か
兵
火
に
擢
づ
て
は
焼
土
と
化
せ
ら
れ
、
そ
の
都
度
支
配
者
の
場
選
に
遇
び
な
が
ら
も
、
よ
く
奥
(
敬

徒
に
劃
す
る
不
安
と
恐
怖
に
打
克
っ
て
一
路
商
業
都
市
完
成
へ
の
精
進
を
績
け
来
っ
た
い
は
ど
投
機
的
た
町
で
あ
っ
た
。
と
の
人
詩
的
に

オ

し
て
投
機
的
な
る
賭
に
於
℃
、
長
き
歳
月
を
積
ん
で
自
ら
な
る
地
域
圏
惜
よ
り
自
然
に
生
成
し
来
っ
た
古
き
西
南
都
市
と
は
、
凡
そ
具
る

面
白
を
示
し
て
ゐ
た
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
而
し
て
ま
た
こ
の
黙
と
そ
リ
ュ
1
ベ
v
ク
に
極
め
て
平
く
阿
佐
詐
制
度
自
費
生
を
見
た
大

き
た
原
因
で
は
た
か
づ
た
ら
う
か
。

ま
づ
一
一
五
八
年
、
大
火
の
後
を
受
け
て
優
れ
た
る
支
配
者
獅
子
王
国
。
山
口
広
島
の
保
護
の
下
に
商
業
都
市
と
し
て
復
興
し
た
所
謂

「
リ
ュ

I
ペ
ッ
ク
の
新
建
設
」
と
は
、
果
し
て
具
僅
的
に
は
何
を
意
味
し
、
如
何
な
る
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
ら
う
か
。
引
積
雪
東
北
諸

〔二ユ
O
)

地
方
に
現
は
れ
た
多
数
の
建
設
都
市
(
。
円
出
回
全
H
H
拓
国
田
広
島
併
合
)
の
史
料
を
顧
み
る
こ
と
に
よ
り
て
、
こ
の
謹
の
事
情
を
推
測
し
て
見
ょ
う

d

想
ふ
に
都
市
の
建
設
は
支
配
者
の
許
可
と
保
護
に
侠
つ
べ
き
は
蛍
然
で
は
あ
る
が
、
彼
自
ら
乎
を
下
じ
た
事
業
で
な
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で

も
な
い
。

W

Y

A

I

ペ
ッ
ク
に
於
て
と
れ
に
闘
す
る
趨
確
な
る
史
料
の
訣
乏
は
平
計
な
る
判
断
を
許
さ
ぬ
も
の
で
は
あ
る
が
、
後
世
に
見
ら

(一一一一一〕

る
L

と
の
町
の
土
地
及
び
家
屋
白
所
有
闘
係
そ
の
他
よ
り
考
へ
て
、
恐
ら
く
他
。
建
設
都
市
同
様
、
先
づ
同
岳
山
口
氏
凸
『
臼
Z
F
0
4司
。
が
有

力
な
る
若
干
の
市
民
に
都
市
建
設
D
事
業
を
請
負
は
し
め
、
そ
の
代
償
と
し
て
彼
等
に
都
市
心
地
割
、
家
屋
等
よ
り
上
る
賃
貸
料
収
益
権

を
附
興
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
而
し
て
か
L

る
市
民
の
一
圏
は
魚
倒

H
o
g
g
E
E
3
と
呼
ば
れ
た
。
リ
ュ

l
べ
v
ク
に
於
け
る

HOSZE



宮
田
は
、
当

S
広

m
v
H
F
z
r
P
E
P
-
r窓
口
等
よ
り
出
で
た
富
裕
な
る
遠
隔
地
商
人
乃
至
は
大
商
人
よ
り
成
る
一
固
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

彼
等
は
こ
の
新
し
き
商
業
都
市
建
設
に
劃
す
る
投
資
の
危
険
を
負
ひ
っ
与
も
、
将
来
D
護
展
を
見
越
し
た
い
は
い
A

一
種
の
投
機
的
精
神
に

燃
え
て
、
領
主
よ
り

f

買
範
な
る
都
市
自
由
を
保
誰
さ
れ
つ
L

因
襲
た
き
こ
の
地
に
全
く
合
理
的
・
計
霊
的
た
都
市
の
建
設
を
遂
行
し
た
。

か
く
て
彼
等
白
目
指
す
所
は
飽
く
ま
で
も
経
済
的
利
益
の
埠
求
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
市
建
設
の
成
果

に
於
け
る
領
主
獅
子
王
の
努
力
の
反
面
に
、
遊
刺
と
し
て
動
く
西
南
猫
逸
市
民
の
企
業
家
的
精
神
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
而
し

て
か
ご
。
企
業
家
組
合

(
d
E
2
E
r
g
o円
E
r
c
E。
ユ
山
口
一
宮
)

(
一
三
一
ニ
)

し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
c

こ
の
こ
と
は
十
三
世
相
中
葉
に
存
し
た

の
構
成
員
、
印
ち

Hcgざ
E
E
こ
そ
後
に
民
主
の
メ
ム
パ
ー
と
し
て
登
場

。
ュ
ロ
白
色
同

p
p
E
Oロ
が
多
く
民
主

の
構
成
に
参
典
し
て
ゐ
る
事

貴
に
徴
し
て
も
明
か
で
あ
る
と
思
ふ
。

西
南
猫
逸
の
古
き
都
市
に
は
都
市
領
主
と
し
て
の
司
教
白
勢
力
強
く
、
市
民
白
新
し
き
精
神
を
古
き
因
襲
に
よ
っ
て
抑
塵
す
る
傾
向
の

甚
し
か
っ
た
の
に
反
し
、
新
し
き
建
設
都
市
た
る
リ
ュ
I
ベ
ッ
ク
に
於
て
は
か
λ

る

時]円出、門出
4
E
C
H
H

全
く
存
せ
や
、
従
っ
て
企
業
家
園
理

D
新
し
き
精
神
が
そ
れ
だ
け
自
由
に
活
躍
す
る
場
面
を
得
た
か
の
如
き
感
が
あ
る
u

尤
も
そ
の
反
面
に
は
、
か
斗
る
企
業
者
D
活
動
が
移

(
一
三
悶
)

住
民
た
る
一
般
市
民
に
劃
し
て
は
、
多
分
に
号

u
g
r
E民
田
市
}
同
友
色
彩
を
幣
び
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
む
き
も
あ
る
。
市
し
て
ま
さ
に
こ

的、世
貴、記
族、初
中頭
心、

の殊

五
年

の
貼
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
、
リ
ュ

1
ペ
ッ
ク
建
設
以
来
こ
れ
等
企
業
家
組
合
が
都
市
の
貰
樺
を
握
っ
た
事
費
在
想
像
し
得
る
と
共
に
、
十
三

丁
抹
勢
力
の
排
除
を
動
因
ド
す
る
市
民
意
識
の
蛮
生
乃
至
は
促
進
は
、
従
来
の
企
業
家
組
合
た
る
市
山
町

国
立
を
そ
の
ま
L

圏
慢
と
し
て
の
都
市
白
中
心
機
関
た
る

民
主
に
ま
で
殻
展
せ
し
め
た
も
の
と
考
へ
る
。
即
ち
多
分

に
貴
族
的
な
り
し
部
制
が
、
と
ミ
に
特
じ
て
島
由
B
O
H
Q注目
S
F
な
要
素
を
是
認
せ
ざ
る
を
符
友
い
時
勢
を
呈
し
た
か
の
如
き
観
が
あ
る
。

潟
逸
ハ
シ
ザ
都
市
リ
ュ

1
ペ
ツ
タ
の
成
立
に
つ
い
て

(
帯
同
)

一
八
七



東
京
商
科
大
翠
研
究
年
報

経
済
学
研
究

第
四
披

一
八
八

か
〈
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
リ
ュ

1
ペ
ッ
ク
に
極
め
て
早
く
こ
の
制
度
D
存
在
を
誇
す
る
史
料
残
存
の
理
由
を
一
躍
は
説

明
し
得
た
と
信
ヂ
る
と
同
時
に
、
調
逸
中
世
都
市
一
般
に
謝
し
て
こ
の
町
の
有
す
る
特
色
白
一
班
在
窺
ひ
得
る
と
思
ふ
。
而
し
て
ま
た
か

斗
る
見
解
を
と
る
限
り
に
於
て
、
同

A

山
山
口
氏
口
げ
仏
B
F
D要
。
の
側
人
人
格
を
重
ん
や
る
閉
山
・
回
目
伯
仲
田
口
H
H
O
H
の
所
論
も
、
切
言
ゲ
号
。
出
面
白
】

t
i
'

y
m
の
備
作
を
指
摘
す
る
同
・
出
H
O
D
-
w
の
研
究
も
、
共
に
ひ
と
し
く
或
る
意
味
に
於
け
る
存
在
理
由
を
主
張
し
得
る
D
で
は
な
か
ら
う
か
。

印
ち
前
者
は
史
買
に
推
測
を
加
味
し
過
ぎ
た
憾
り
あ
る
に
反
し
、
後
者
は
余
り
に
も
残
存
史
料
に
の
み
束
縛
せ
れ
ら
て
リ
ュ

1
ペ
ッ
グ
市

史
の
他
白
一
一
聞
を
看
過
し
た
感
が
深
い
。
た
ど
上
越
白
如
く
僻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
わ
れ
わ
れ
は
、
両
者
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
見

解
に
包
括
せ
し
め
得
る
と
岡
山
ふ
。

(
八
二
)

こ
れ
に
づ
い
て
は
宮
下
孝
士
口
氏
の
次
の
二
論
文
を
参
照
せ
よ
。
「
中
世
締
法
都
市
制
度
研
究
序
論
」
(
一
一
位
曾
経
済
史
拳
」
二
一
巻
八
銃
肋
載
)
、

一
中
世
相
凋
逸
都
市
制
皮
の
成
立
に
闘
す
る
研
究

ill
ル
1
ド
ル
フ
・
ゾ
1

ム
の
市
場
法
設
に
就
き
て

j
l」
(
「
闘
民
経
済
雑
誌
」
四
十
三
袋
五
・
~
ハ

掛
師
、
四
十
四
谷
ニ
・
三
・
四
務
所
載
)

(
八
一
ニ
)

HHmoHH吋向山色。】司HHbVMlゲ戸。r戸⑦HV白。ロ仲間。r⑦HH問。。凶作
2

加の田OFF-ド
gw由
-
k
r戸
間
-
H
O
U
M
Y
m
-
a
u
H
片
山

G
-
4
-
尉

@
H
o
d
J
U
ぽ
開
ロ
件
以
伸
。
r
u
u
岡

山
2
向
。
戸
g
o
r
o
p
m
Z
9
仲
間
。
目
。
宮
山
♂
ロ
凶
器
⑦
5
2♂
日
戸
∞
∞
由
、
m
・
H
Q
C
内
・
u
p
-
-
嵐
氏
乱
。
コ
同
v
g
g
。
E
J
1
⑦
可
営
盟
国
国
間
a
∞
@
目
。
r
r
v
g
(
C
H
U
ロ
門
戸
同
凶
器
H
J

3
w
M
W
・
p
d
H出
-
H
C
M
U
-
m
-
M
4
2
・
等
参
照
。

出
。
H
B
O
H
Q
H
H
W
。
・
勾
(
∞
-
H
H
凶
い
)
M
。
・
S
(
m
-
H
E
)
u
。
・
苫
(
m

山
-
E
S
W
。
・
8
(
m
-
H
ミ
戸
)

(
八
四
)

(
八
五
)

国
-
C
・
の
の
ロ
∞
宏
司
U
H
ν
。
=
g
c
r
。
m
S
2
5
0げ
2
・LP】
Z
ユH
W
A
M
白
書
、
∞
・
臼
町
(
)
山
句
・
図
。
回
目
巧
凶
田
町
句
。
同
骨
由
。
r
g
m
広
告
。
司
。
車
ロ

N
-
N
0
2
島・。
2
6ロZMW

戸

出

向

・

(
八
六
)

国
己
目
c
E
H
H
句
。
・
8
(
∞
・
己
申
)
"
。
・
J
1
H
(
∞
・
ロ
叫
)
"
F
J
3
ハ
訟
・
H
忠
〕
・



(
八
七
)

(
八
八
)

(
八
九
)

(九
O
)

(
九
一
)

(
九
二
)

(
九
三
)

(
九
四
)

(
九
五
)

ハ
九
六
)

(
九
七
)

(
九
八
)

(
九
九
)

匂
-
匂

E
H
M
出
向
2
9
H
)
目
。
m
g
含
占
ロ
品
。
2
2
v
g
4
0
民
話
話
回
∞
F
A
p
g
o
一
宮
-
m
-
巴
参
照
。

前
掲
註
六
九
参
照
。

前
掲
註
七
四
参
照
。

国
P
H
A
E
S
田
m
p
H
M
ユ
ユ
宮
田
(
問
。
旦
点
。
回
目
d
H
F
Z
同
・
同
四
日
》
)
-
m
u・

三
回
)
H
。
m
g
a
g匂
C
H
E
W
向
。
同
ロ
ユ
c
E
F
田
F
0
4
6
P
士
(
自
主
・
N
Z
o
z
-
切
品
・
H
C
U
5
9
Y
∞
・
同
ω叶
tolu
芯

所

牧

)

]
[
氏
。
酔
m
o
v
。
H
H
F
M
F
C
・
m
・
出
町
凶
・

目
。
z
o
F
@
H
H
F
P
・
。
・
∞
-
皆
同
・
参
照
。

同
-
C・
E
-
の
B
m
g
河
川
宮
戸
g
g
m
S
2
3
V
志
向
。
田
富
苦
E
g
♂
宗
5
k
p
d
諸
島
3

5

B
ず

2
9
g
s
・
a
-
M
U
町
出
・
に
こ
の
文
書
が

載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
二
二
六
年
。
苦
寸
口
当
市
、
一
二
三
五
年
足
乙
。
宮
司
市
、
一
二
三
六
年
足
乙
岳
宮
市
、
一
二
六
一
年
同
与
乙
市
が
共
に
沼
会
唱
2
U

市
を

ご
区
三
g
g
g
g
t

と
し
て
そ
の
都
市
法
を
綴
交
し
、
各
都
市
法
の
初
め
に
は
必
ず
な
M
H
E
P
戸
S
S
E
E
2
2
8
B
E
戸
H
H
M
P
正
m
h
g

N
4
0
江
口
・
ζ

な
る
匂
を
以
て
し
て
ゐ
る
。

同
州
@
戸
市
出
。
U
H
d
H
F
Z
吋
・
同
一
戸
・

H
H
目
。
g
o
v
o
-
H
F
P
・

O-
∞
-
M
由
臼
参
照
。

何日oomoHH⑦
H
U
P
・
p
・
。
-
m
・
M
d
日
・

問
。
固
有
B
u
d
H
r
・
出
吋
-
H
U
U
・
こ
の
都
市
法
は
∞
S
Z
最
古
の
も
の
で
、
同
。
己
加
。
ロ

D

区
分
に
従
へ
ば
六
十
三
筒
僚
よ
り
成
る
。
m
e
M
Z
H
F

問
。
E
g
戸
ロ
ド
盆
寸
の
研
究
に
よ
づ
て
ル
/
〈
と
も
一
ー
l
五
二
俊
ま
で
は
十
二
世
紀
前
半
の
成
立
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
口
容
戸
殊
に
出
回
。
o
r

に
よ
っ
て
第
三
五
僚
以
下
は
す
べ
て
十
三
世
紀
前
宇
の
成
立
で
あ
る
と
剣
定
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
た
。
8
2
H
a
=
な
る
語
の
見
受
け

b
れ
る
の
は
三

六
、
一
二
九
、
四
一
ニ
、
四
回
、
四
七
社
一
す
の
諾
僚
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
第
三
五
俊
以
下
で
あ
る
所
よ
り
、

乙
の
文
書
に
よ
っ
て
十
二
世
紀
に

5
5己
S

濁
逸
ρ

ン
ザ
都
市
F
ュ
1
ベ
ッ
タ
の
成
立
に
つ
い
て

ハU
噌
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の
に
過
ぎ
ぬ
、

L
」
d

婚
姻
闘
係
に
よ
る
雨
園
の
接
鰯
を
通
じ
て
、
快
制
の
縫
受
を
説
明
せ
ん
と
す
る
同
諸
色
の
立
論
は
一
際
は
も
っ
と
も
の
や
う
に
感
ぜ

ら
れ
る
。
併
し
乍
ら
こ
の
説
明
も
同
岳
山
口
氏
。

r
Q・
F-
と
英
蘭
と
り
闘
係
を
詳
細
に
顧
み
る
時
、
必
す
し
も
安
吉
た
ら
ざ
る
を
鷲
見
す
る

で
あ
ら
う
。
即
ち
ザ
ッ
ク
セ
ン
公
が

J
r
J
1
2
広
P
ぱ
P

の

冨

E
Fロ
に
於
て
奉
げ
ら
れ
、
彼
が
事
賞
初
め
て
英
蘭

ω
地
を
踏
ん
だ
の
は
そ
の
追
放
の
後
、
即
ち
一
一
八
四
年
白
こ

(
一
四
三
)

と
で
あ
る
c

換
言
す
れ
ば
同
冊
目
口
氏
凸
HH
仏

-
F
E英
蘭
王
室
と
の
闘
係
は
、
す
べ
て
リ

λ
l
べ
v
ク
市
以
下
回
氏
出
円
山
岳
闘
係
諸
都
市
建

出
円
門
戸
、
己
w口
角
田

と
第
二
の
結
婚
を
行
っ
た
の
は
明
か
に
一
一
六
八
年
で
あ
り
、
し
か
も
そ
り
儀
式
は

設
の
後
に
於
て
費
生
せ
る
も
白
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
等
諸
都
市
の
文
書
を
そ
れ
ぞ
れ
建
設
営
初
の
法
制
を
物
語
る
も
の
と
解
す
る
限
り
、

冨
三

zzo
と
の
婚
姻
を
以
て
こ
の
原
則
移
入
の
動
機
と
な
す
図
。
∞
己

の
所
論
は
牧
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
矛
盾
を
侵
し
て
ゐ
る
も
の
と
い

ば
ざ
る
を
得
た
い
。

大
山
内
町
に
於
て
同
a
b
H
D
所
誌
に
従
ひ
、
こ
の
原
則
の
英
蘭
起
源
論
を
主
張
す
る

m-HH山伯仲
E
E
H
は
、
機
受
の
系
路
乃
島
主
は
動
機
に

闘
す
る
回
。
∞
一
色
の
矛
盾
を
如
何
に
解
決
し
た
で
あ
ら
う
か
む

目
白
goroH
に
依
れ
ば
、
出
品
目
ロ
ユ
d
F
臼

-
F・
の
時
代
に
於
け
る
英
蘭
と
大
陸
殊
に
局
日
出
向
。
5
2
H
H窓
口
と
の
間
の
交
易
閥
係
の
符
接
さ

ピ
息
ひ
を
ひ
そ
め
る
者
は
、
必
や
し
も
ザ
ッ
ク
セ
ン
八
ム
の
婚
姻
を
考
へ
る
要
な
く
し
て
、
こ
の
法
制
糟
受
の
可
能
性
を
諒
解
し
得
る
筈
で

あ
る
。
印
ち
十
二
世
紀
初
期
以
来
英
蘭
に
行
は
れ
た
こ
の
原
則
が
、
や
が
て
は
海
峡
を
越
へ
て

Z
2
r
z
g
r
g
p
E
S角
。
門
戸
等
の
諸

地
方
に
倖
へ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
一
六
三
年
の
日
附
を
持
つ

E
Pロ山
s
d
む
都
市
出
目
白
羽
司
句
。
H

，
仲
の
文
章
百
に
、
英
蘭
の
法
制
と
類
似

せ
る

3
m
f
E
2
Z
3
B
S
E
同同市山・
a
n
D
原
則
が
明
か
に
規
定
せ
ら
れ
て
居
る
事
費
に
徴
し
て
も
立
諮
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
弐
に
こ
れ
に

相
何
逸
ハ
ン
ザ
都
市
リ
ュ

1

ペ
ッ
タ
の
成
立
に
づ
い
て

(
対
日
同
)

ブし
』じ



東
京
商
科
大
血
中
研
究
年
報

経
済
町
学
研
究

第
四
競

一
九
八

関
聯
し
て
最
も
興
味
あ
る
こ
土
は
、
出
p
m
g
E
Z含
同
W
H
P
E
E
r
J
4冊目的

へ
の
移
住
民
の
大
部
分
が
巴
自
白
2-HH
人
で
あ
っ
た
と
い
ふ

事
で
あ
る
ο
匂

5
5向
。
月
時
の
研
究
に
依
れ
ぽ
、
彼
等
移
住
民
は

E
H
S
E
E
-
B
E
E
B
Z
に
従
っ
て
都
市
の
建
設
を
な
す
こ
と
を
許
さ

れ
た
。
こ
L

に
於
て
彼
等
は
以
前
よ
り
故
郷
に
行
は
れ
て
ゐ
た
法
制
を
そ
の
ま
L

ザ
ッ
ク
セ
ン
へ
賢
ら
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
英
蘭

に
費
生
せ
る
と
の
原
則
が
、
商
業
交
易
D
密
接
な
る
交
渉
に
よ
っ
て
封
岸
大
陸
諸
地
方
に
停
へ
ら
れ
、
そ
れ
が
再
び
東
方
移
民
の
動
き
に

乗
っ
て
濁
漁
一
園
内
に
継
受
ぜ
ら
れ
た
。
市
し
て
市
民
の
自
由
と
解
放
を
規
定
す
る
こ
の
新
し
き
他
聞
の
原
則
を
、

い
ち
早
く
自
領
の
都
市

ぬ--...1亡
、戸市墜
と同受
ω し

号羽
目 U

可
し
た

出
品
目
己
江
古

r
p
F・
の
態
度
こ
そ
、
都
市
政
策
に
於
け
る
紋
の
勝
れ
た
る
手
腕
と
見
解
を
物
語
る
も
の
に
外
た
ら

HO片品
20HHOH
の
こ
の
解
牒
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
に
多
く
の
暗
示
を
含
ん
で
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
ο

併
し
乍
ら

岡
山
田
仲
制

度
に
於
け
る
と
同
様
、
こ
λ

に
も
亦
出
岳
山

E
・日D
V
仏

-
F・
の
個
人
々
格
に
史
費
解
明
の
鍵
を
求
め
ん
と
す
る
彼
は
、
支
配
者
に
よ
る
都
市

法
認
可
の
い
は
ど
個
人
的
な
る
動
機
を
過
大
同
し
・

そ
の
反
面
に
於
て
、

か
ふ
る
新
し
き
原
則
を
粛
ら
し
自
ら
D
生
活
規
準
た
る
べ
き
都

市
法
と
た
し
た
主
僅
が
、
移
住
民
印
ち
市
民
自
憧
で
あ
っ
た
事
費
を
深
く
顧
み
な
か
っ
た
と
い
ば
ざ
る
を
得
た
い
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
よ

り
す
れ
ば
、
切
E
E
H田口
}HJ4an
市
民
に
よ
る
こ
む
原
則
の
繕
受
は
、
同
岳
山
口
氏
白

F
L
-
F
に
よ
る
認
可
は
兎
に
角
と
し
て
、
こ
の
町
の
成
立

と
の
闘
聯
に
於
て
童
闘
す
べ
き
事
件
で
あ
る
と
考
へ
た
い
。
殊
に
吋
H
P
H
H
R
H
S
F
Z宮門
H
2
E白
H
5
2
等
よ
り
D
移
民
は
必
や
ノ
し
も
こ
の
町

に
限
る
も
白
で
は
な
く
、
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
布
初
め
こ
の
地
方
の
建
設
都
市
一
般
に
共
通
の
事
貫
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
ふ
と
き
、
興
味
の
一

(
一
四
五
}

入
深
き
を
覚
え
る
わ
け
で
あ
る
。

か
く
り
如
き
見
解
よ
り
問
題
を
展
開
す
る
こ
と
は
姑
く
後
越
に
侯
っ
と
し
て
、
兎
に
角
以
上
の
如
き

出
向
。
仲
間
口

VOH
D
所
論
に
よ
っ
て



出
品
。
H

の
矛
盾
は
一
一
隠
は
救
は
れ
得
た
か
の
如
く
に
思
は
れ
る
。
併
し
乍
ら
翻
っ
て
彼
等
に
よ
っ
て
引
誰
せ
ら
れ
た
史
料
の
性
質
を
観
る

に
、
少
く
と
も
同
氏
ロ
民
凸

r
Q・
F-
の
都
市
に
闘
す
る
限
り
、
そ
れ
等
は
す
べ
て
十
三
世
紀
の
前
ヰ
期
に
成
立
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
建

(
一
四
六
)

設
首
初
の
原
史
料
に
非
ざ
る
こ
と
は
師
に
前
節
民
主
制
度
の
起
源
を
考
へ
る
に
際
し
て
明
か
に
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ

れ
は
い
ま
一
度
こ
れ
等
史
料
の
再
吟
味
を
行
ふ
と
と
た
く
し
て
は
、
直
ち
に

出∞山口同
1
H
D
F

仏
・
同
令
官
時
こ
れ
等
白
都
市
に

z
m
4「

p門
凶
己
口
同
ケ

E
m
g
E
同
円
出
亡
の
原
則
が
費
質
上
行
は
れ
て
ゐ
た
と
信
ヂ
る
こ

E
は
出
来
た
い
。
印
ち
別
言
す
れ
ば
、
出
合
的
乙
並
び
に
回
目
⑦
g
c
y乙
の

所
設
は
す
べ
て
こ
れ
等
の
史
料
が
同
氏

E
2
r
L・
H
L
・
の
特
樫
献
の
内
容
を
如
貴
に
表
明
す
る
も
の
た
る
こ
と
の
前
提
の
上
に
成
さ
れ
た

わ
れ
わ
れ
の
態
度
は
か
ふ
る
前
提
白
煙
を
疑
は
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
殊
に
備
作
の
行
は
れ
た
リ

4
1
ベ
ッ
ク
市

も
の
な
る
に
反
し
、

文
書
部
ち
H
w
g
-
ゲ
号
。
出
雲
市
民
4
H
H
O
ぬ
が
、
こ
の
原
則
の
存
在
に
闘
し
て
如
何
な
る
意
義
友
も
つ
で
あ
ら
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
所
謂
国
己
ヴ
己

23P喝ロ
4

江戸骨肉

が
一
二
二
五
年
頃
の
備
作
で
あ
り
、

一
一
八
八
年
吋
江
巳
岡
山
口

r][・
よ
り
附
興
せ

主
回
な
る
こ
と
を
述
べ
た
。
同
・
切
H
C
O
H
H

ら
れ
た
原
本
文
書
の
姿
を
拐
御
せ
し
む
る
千
懸
り
と
も
な
る
べ
き
唯
一
の
史
料
は
、
今
日
の
と
こ
ろ
一
二
二
五
年
の

O
P
Fゲ
出
国
各
市
文

(
一
四
七
)

は
こ
の
黙
に
着
目
し
て

H
H
E

制
度
の
殻
生
を
顧
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
様
の
方
法
に

よ
っ
て
、

r
m
g牢
E
同
作
目
g
H
H
骨
骨
O
H
A
R

原
則
の
費
生
を
考
へ
る
上
に
何
等
か
の
光
明
が
鷲
見
さ
れ
得
ぬ
で
あ
ら
う
か
。
か
λ

る
数
想
の

(
一
四
八
)

下
に

C
F
F
a
各
国

E
F
の
文
書
を
採
る
時
、
興
味
あ
る
弐
の
一
何
を
鷲
見
す
る
。

E
G
N
S
2
5山
足

由

旬

SNUNA白

HSN£
∞
ぜ
凡
退
MAw--仇一円
u

句
世

.
5
5
室
三
吉
田
28e凡

F
S
S
d
N
a
W
3
d
ν
町
円

z
s
k
y
g
a
s
-
u
世
田

F
o
g
-
z
L
。

】
旬
。
同
月
刊
品
仲
間
三
冊
、
手
広
白

E
Eロ
PH仲
間
世
田
田
宮
古
酔
宮
内
回
目
。
目
。
.
3
(
C
m
F
Q
手
g
D
Y

司ユユ
-
8
2
B
P
-
同
時
u
w
m
-
H
C
)

さ
て
と
の
一
伺
を
前
掲
せ
る
岡
田
円
ゲ

2
2
E
H
v
z
t円
高
第
十
六
僚
と
比
較
す
る
時
、

加
問
迩
ハ
ン
ザ
都
市
リ
ュ

1

ベ
ッ
ク
の
成
虫
に
つ
い
て

必
ヂ
し
も
用
語
例
の
一
致
を
見
出
し
難
い
と
は
い

(
十
増
田
)

九
九



東
京
商
科
大
築
研
究
年
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経
済
拳
研
究

F
M四
時

酔

O 
O 

へ、

c
p
pヴ
5
0
H
H

市
文
書
に
も
明
か
に

3
m凶
作
田
舎

Z
P
B
p
o
E
骨
骨

τ
の
原
則
が
去
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
だ
け
は
拒
み
得
ぬ
事
費
で
あ
る
、

民
主
制
度
に
闘
す
る
切
H
c
o
r
D
史
料
批
判
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
よ
ヲ
て
わ
れ
わ
れ
は
一
一
八
八
年
首
時
に
は
恐
ら
く
リ
ュ

l

ベ
v

ク
市
に
こ
の
原
則
が
何
等
か
の
形
で
安
山
回
国
し
て
ゐ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
は
い
へ
こ
れ
を
以
て
直
ち
に
同
色
日
目

d
r
p

F
に
よ
る
建
設
営
時
師
に
リ
ュ

l
ペ
ッ
ク
に
こ
の
原
則
が
行
ば
れ
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
出
来
た
い
。
印
ち
史
料
に
忠
賞
た
る
限
り
、

リ
ュ

1

ベ
γ

ク
に
於
け
る

3

市山内包含
E
2
5
5
E
昨
i
・E

原
則
。
殻
生
は
吋
民
主
同
日
o
-
H
H
・
の
特
権
欣
ま
で
は
類
推
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て

遡
り
得
る
が
、
そ
れ
以
上
に
探
究
の
締
を
た
ど
る
こ
と
は
今
日
の
と
こ
ろ
不
可
能
で
あ
る
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
然
ら
ば
リ
ュ

l
ベ
ゥ

ク
以
外
の
出
品
目
ロ
岡
山
O
}
岡
山
-
F・
闘
係
都
市
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ら
う
か
。

前
節
に
見
た
如
く
、
同

W
Eロ
H
H
n
o
F
4
0
芯
並
び
に
市
山
口
F
J
4
青
山
口
の
都
市
法
は
共
に
十
三
世
紀
前
半
の
成
立
で
あ
っ
て
、
こ
れ
の
み
を
読
懐

〔
一
四
九
)

と
し
て
建
設
官
一
初
の
法
制
を
推
測
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
ο

ま
た
似
り
に
吋

E
回目白
2
R
の
説
く
如
く
、
切
5
5
g
o
r
d司
岳
山
ぬ
の
都
市
訟
が

そ
の
移
住
民
白
郷
里
の
法
制
即
ち

E
H
g
E
Z含
12出

E
B
=
に
何
等
か
の
基
礎
を
置
い
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
建
設
嘗
初
よ
り
と
の
原
則
。

存
し
た
と
い
ふ
積
極
的
な
誰
操
と
は
た
り
得
な
い
。
か
く
の
如
く
こ
の
雨
都
市
に
闘
し
で
は
、
十
三
世
相
以
前
に
つ
い
て
推
測
す
べ
き
史

(
一
有

O
)

m
g倉
市
白
文
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
一
二

O
九
年
五
月
二
日

料
が
依
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
た
Y

一
っ
こ
ミ
に
問
題
と
な
る
は

の
日
附
を
持
づ
。

FS][ぐ
・
の
特
棋
肢
で
あ
っ
て
、
市
法
の
起
源
を
同
OHE・2
r
p
F
に
遡
り
得
る
こ
と
を
明
記
し
て
ゐ
る
ω

併
し
乍

ら
こ
λ

に
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
と
り
文
書
の
第
七
保
、
即
ち

3
m
g含
E
P
E
S宮
崎
ぺ
包
-
E

の
原
則
を
規
定
す
る
一
節
の
用
語
例
が
、

(

一

五

一

)

市
に
附
興
し
た
特
樺
航
の
第
一
僚
と
直
し
き
類
似
を
示
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
黙
で
あ
る
。
一
一
一
日

一
一
八
六
年

司
氏
。
骨
向
。
r
H・
が
切
E
B白ロ

-R

何
々
殆
ん
ど
差
別
た
き
こ
り
合
設
は
如
何
に
解
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
先
づ

H
U
1
0
B
E
市
文
書
左
見
る
に
、
市
法
の
構
成
を
速
く



円
一
五
二
)

カ
ー
ル
大
帝
に
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
営
時
の
文
書
作
製
上
の
一
般
的
慣
習
と
も
い
ふ
べ
き
形
式
で
あ
っ
て
、
必
十
し
も
史

貴
を
物
語
る
も
D
と
見
る
必
要
が
た
か
ら
う
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
雨
市
の
闘
係
よ
り
推
し
て
共
の
如
き
推
測
を
立
て
る
と
と
が
出

来
る
。
卸
ち
こ
の
間
文
書
に
於
け
る
用
語
例
の
合
致
は
、

一
方
が
他
方
の
範
と
な
っ
た
か
、
若
く
は
一
一
八
六
年
以
前
に
存
し
た
他
一
心
第

三
の
文
書
を
共
通
の
根
底
と
し
て
作
製
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
。
従
っ
て
窪
田
倉
市
文
書
に
見
え
る

z
:
:
:
q
m
g
E
吉
富
田
口
。
、

ρロφ
〈
回
目
白
。
吉
田
仏

O
B
H
0
0同

H
U
B
r
a
gロ
28HOHH門
凶
器
自
由
E
S佐
伯
同
S
E
O口問、匂ロ
HωhvHO出
凶
器
柚
官
、
作
母
国
。
回
世
骨
]
♂
由
官
官
民
住
民
向

g‘

件。3
4
0
F
E
5
8出
田
町
当
記
ow--:

・=

円
一
豆
一
一
一
〉

を
想
定
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
乍
ら
一
方
に
昔
時
に
於
け
る
都
市
文
書
作
製
の
一
般
的
傾
向
を
想
ふ
わ
れ
わ
れ
は
、

の
何
を
字
義
過
り
に
解
ナ
る
者
は
、
所
謂
第
三
の
文
書
と
し
て

出
。
山
口
江
口
HH
臼

-
F・
の
特
権
放

か

f
Q閥
係
の
み

を
以
て
し
て
は
未
だ

wwm仲

E
E
Fほ
E
g
z
p
m
M
¥
h
の
原
則
の
起
源
を
悶
え

z
g
r
ω
-
H
L・
の
特
権
扶
に
求
め
得
る
と
断
言
す
る
こ
と
が

一
一
八
六
年
以
前
の
何
等
か
白
文
書
ま
で
遡
り
得
る
可

mghHO
市
文
書
に
見
え
る
こ
り
原
則
の
規
定
は
、

能、寸出
性、来
をな
合い
ん ο

でた
ゐ λ

るわ
とづ
主か
5長に
し
得
る

fc 
3Jlii 
ぎ
ぬ

以
上
の
記
述
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
出
品
目
ロ
昆
D
V
仏
-
F
の
都
市
に
闘
す
る
限
り
、

3
m
g宮
古

2
B
g
z
r由
て
‘
原
則
の
稜
生
は
必

歩
し
も
建
設
者
そ
の
人
の
功
績
に
蹄
し
得
な
い
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
即
ち
こ
れ
等
の
都
市
は
す
べ
て
、

図
。
∞
o
y
H
H日伯仲田
o
r
冊
目
等
の
主

張
を
裏
書
き
す
る
何
等
積
極
的
な
史
料
を
持
た
ぬ
こ
と
を
一
不
し
得
た
と
忠
ふ
。
と
ふ
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
問
題
を
梓
じ
、
即
ち
一
猫
謹
に
於

け
る
こ
の
原
則
の
機
受
を
ザ
ッ
ク
セ
ン
公
同
居
山
口
氏
。
『
に
求
む
る
企
て
か
ら
一
陸
離
れ
て
、
欧
州
諸
閣
の
都
市
に
去
は
れ
る
こ
り
原
則
殻

生
の
傾
向
を
考
へ
、
別
て
も
猫
逸
都
市
に
見
ら
る
λ

一
般
的
傾
向
を
窺
び
、
そ
の
一
中
に
於
て
上
越
諸
都
市
殊
に
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
の
占
め
る

地
位
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
ぬ
で
あ
ら
う
か
。

満
州
地
ハ
ン
ザ
都
前
リ
ュ

1

ベ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
増
岡
〕

O 



東
京
商
科
大
事
研
究
年
報

経
済
皐
研
究

第
四
時
蜘

二

O
二

一
誠
に
よ
っ
て

3
E
H♀
Z
R
E
S
-忌
片
品
目
E

原
則
費
生
の
母
闘
が
英
蘭
で
あ
る
と
主
張
せ
ら
れ
た
と
と
は
前
述
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
英
蘭
の
都
市
文
書
を
検
す
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
十
二
世
紀
中
期
に
於
て
既
に
と
白
原
則
白
明
示
せ
ら
れ
て
ゐ
る

同針。件目。伊由一{

も
白
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
せ
ば
、

f-4 
'-../ 

-
V
O
C
E酔
O
B
E
a
Z
0
4
0
P由
民
今
回
句
。
守
吋
U
1

ロ
由
(
同
母
出
H
i
u
可
戸

H
H
O
O
-
H
H
ω
3
・
(
一
五
四
)

~ 
¥J  

。宮ユ
2
0片
岡
O
H
H
H
U
『同・

t
z
c庄一ロ∞
F
P
E
ハH
H
O
O
-
H
H
B〉
(
一
冠
王
〉

む3、J

CHHP円
件
。
円
。
片
岡

B
4
]
[同・

t
F
U
g
F
ハ0
・
kru-
ロ
ミ
)
二
五
六
)

等
が
そ
白
著
し
き
も
白
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
こ
λ

に
注
目
す
べ
き
は
、
か
L

る
史
料
は
決
し
て
英
蘭
?
ゅ
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

円

一

五

七

)

〔

一

五

八

)

(

一

五

九

)

(

一

六

O
)

併
蘭
西
・
フ
ラ
ン
デ
ル
ン
・
西
班
牙
を
初
め
、
遠
く
シ
シ
リ
l
島
の
都
市
法
等
に
も
師
に
十
二
世
紀
中
期
に
存
在
す
る
と
い
ふ
事
費
で
あ

る
。
従
っ
て
何
故
に
謂
謹
に
於
け
る
こ
の
原
則
が
特
に
英
蘭
よ
り
渡
来
せ
り
と
見
る
必
要
が
存
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
商
取
引
の
密
接
の

み
を
理
由
と
し
て
こ
の
知
を
主
張
す
る
切
な
g
D
F
H
の
所
設
は
、
そ
の
根
諜
未
だ
甚
だ
薄
弱
た
る
を
畳
え
ざ
る
を
得
た
い
。
尤
も
こ
れ
等

各
園
各
地
方
に
於
け
る
こ
の
原
則
の
表
は
れ
方
は
決
し
て
一
様
の
も
の
で
は
た
く
、
そ
の
内
容
に
於
て
極
め
て
多
種
多
様
の
趣
を
呈
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
原
則
。
母
闘
を
特
に
英
蘭
に
求
め
ん
と
す
る
所
論
に
疑
問
を
感
じ
る
わ
け

で
あ
る

0

フ
ラ
ン
デ
ル
ン
封
英
蘭
の
闘
係
に
劣
ら
ぬ
密
接
な
る
交
渉
が
、

フ
ラ
ン
デ
ル
ン
と
北
仰
蘭
西
の
問
に
存
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
を

誰
が
否
定
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
殊
に
前
掲
せ
る

]wg百
戸
田
口
r
J
4
品目ぬ

(
一
六
一
)

ン
及
び
悌
蘭
西
の
そ
れ
と
類
似
し
℃
ゐ
る
酷
よ
り
見
て
も
、
本
易
に
回
o
g
n
F
巴
の
推
測
に
賛
同
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
さ
れ
ぽ
と
て
叉

(一六一一)

わ
れ
わ
れ
は
、
『

E
S
F民
や

F
E
E同
の
主
張
す
る
如
く
、
ご
m凶
作

Z
2
H
H
R
E
S
E
同
円
。
コ
の
原
則
は
、
稽
受
白
油
程
在
経
て
猫
逸

の
規
定
が
、
英
蘭
諸
都
市
の
そ
れ
に
比
し
、
透
か
に
フ
ラ
ン
デ
ル



に
入
り
来
た
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
事
情
の
等
し
き
と
こ
ろ
、
要
求
の
等
し
き
と
こ
ろ
、
場
所
の
如
何
を
聞
は
や
ノ
表
は
れ
出
づ
る
制
度
で

あ
る
と
見
倣
す
と
と
も
出
来
な
い
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
が
推
測
し
得
る
と
こ
ろ
は
、
猫
逸
に
於
け
る
こ
の
原
則
は
恐
ら
く
フ
ラ
ン
デ
ル
ン

フ
ラ
ン
デ
ル
ン
に
於
け
る
こ
の
原
則
の
母
闘
は
英
蘭
・
伸

地
方
よ
り
十
二
世
紀
白
後
半
に
種
交
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
、
た
Y
併
し
、

蘭
西
の
い
づ
れ
と
も
積
極
的
に
は
主
張
し
能
は
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
た
る
。

然
ら
ぽ
共
に
、
猫
漁
一
本
間
D
都
市
に
於
て
と
の
原
則
が
如
何
な
る
傾
向
を
と
っ
て
去
は
れ
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
い
ま
同

2
芯
o
P
C
B
S

(
一
六
三
)

m
F
3
切
Hd
ロロ
2
等
の
文
書
集
乃
至
は
著
作
に
よ
ヲ
て
、
こ
の
原
則
の
比
較
的
初
期
に
表
は
れ
来
る
都
市
を
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ

る。

H
H

∞由
同]{∞∞

]
]
{
M
M
』

l
l
u
∞

H
M
G
喧

同
凶
H
A
m

H
凶

H

∞

]
凶

]{C

H
凶
回
日

]
凶
凶
叶

〕
{
凶
臼
由

]一回
J
F
G

H
M
h
F印

H
M
串
叫

国
語
回
目
・

F
g
e
c
r・
(
推
定
)

巴
由
。
ず
酉
吋
四
・

m昨
日
向
。
.

%の
d
o
r
p
g戸

国⑦

MIF

。
。
回
同
包

P
K
F
ロ
U
4注
目
。
吋
・

の
mp
印
。
ゲ
戸
m。
v・

出回
1
m
g
E
m
。F4
4
@同

m-

HHW回
mヴヨ
H
o
r
・

~ ~ ~ 
口. 己ー句

ct; ~喧
ザロ~・ M

EREa 
'J.'-I $' f1-

ロ

濁
逸
A

Y

ザ
都
市
リ
ュ

1
ベ
ツ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
靖
国
)

二
O
三
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ご

O
四

ト. ..... ト4 ト. ト4 ト4 ドー ト4 ド. 1-' ト4 ト. ト..4 !--l !--l ド4

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~空..
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国
H
H
A
凶つ

mr⑦山
5
・

。。げ同山口∞⑦同・

krz。
ロ
ゲ
戸
吋
同
州
、
町
月
同
時
国
巧
H
V
H
W
i

U
M
@
話。ロ
ro向。ロ・

当
1
H

ロ
Z
Z
V戸
M
1

・

同
-
Bヴ
耳
目
・

H
h出
向
日
ゲ
国
】
ワ
@
同

m
p
o
v
・

伺えい日
H
H
加
の
ロ
・

J
司
M
m
w

ロ・

開設⑦ロ
mvcv-

k
p
H
V
吋
P
同

阿
山
[
M
V
H
-
r
w
同
国
・

出
口
】
=HVm-
同m
。ロ・

。。口。

困
ザ
。
H
ず
戸
吋
ぬ
凶
・
出

-
W
C
F
L
E
m
F
P

切。rι2。吋吋・

と
の
去
は
狽
逸
都
市
白
一
斑
を
一
不
す
に
過
ぎ
ぬ
も
D
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は

3
F
U宗
旨
吉
宮
片
岡
色

E
L
F
-肖

ロロ白

-
P
M刷
・

E

の
原
則
が
殆
ん
ど
十
三
世
紀
中
に
金
調
逸
の
隅
々
ま
で
隈
た
く
普
及
し
、
調
逸
市
民
生
活
の
鯨
著
な
る
特
色
を
確
立
し
た

の
を
拝
易
に
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て
又
、

か
L

る
傾
向
の
中
に
国
丘
H
H
岡
山
岳
臼

-
F
関
係
諸
都
市
が
、
兎
に
も
角
に
も
、
一
日

日
す
べ
き
極
め
て
主
要
な
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
こ
と
を
窺
ひ
得
る
わ
け
で
あ
る
。

文
書
に
表
は
れ
る
と
の
原
則
強
生
白
一
般
的
傾
向
は
大
値
上
掲
表
示
。
如
く
で
あ
る
が
、
他
方
に
い
ま
一
つ
の
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
一



、
、
、

面
が
存
す
る
。
印
ち
一
般
的
た
形
式
を
以
て
文
書
面
に
こ
の
原
則
を
明
記
す
る
こ
と
た
く
し
て
、
し
か
も
賢
質
上
こ
れ
に
類
似
せ
る
内
容

を
具
備
す
る
と
考
へ
ら
る
h

一
群
の
都
市
文
書
は
、
如
何
に
解
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

(
一
六
円
)

krzrp
口
g・
]
[
・
∞
・
吋
尻
市
角
氏
凸
M
H
H
・
文
書
。

一
例
を
一
不
せ
ば
、

ト4

、--'

‘

]
F
B
m
g
p
E
げ

4
5
口町山宮仲山田

m
p
B
P
O
S
E
-
}
0
5
0
忠
臣
O
R
H
O

面白円
J1HH山
口
。
ロ
臼
即
位
。
ロ
O
廿口町田仲田
-F
同

O
E
O
-
Hヴ
角

g
g
M
V円山
4
p
g

】

VHS由
民

BPY--::=

'" '-J 

巧
S
B
3
H
H
E
w
凶同・

8
・
国
冊
目
日
目
白
H
H
J
戸
文
書
。
三
六
五
)

m
r
}
4
0
3

口
口
W
4
H
H
H
・
民
・
出
品
目
口
氏
白
H
H
4
・
文
書
。
二
六
六
)(

一
六
七
)

而
し
て
ま
た
前
掲

F
F
4
4
2宮
都
市
法
も
と
の
一
例
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。
か
く
の
如
き
賓
例
を

m
g伯仲山田口
HH

に
探
り
'
行
く
な
ら

(
一
六
八
)

ぽ
、
更
に
速
く
そ
の
源
を
遡
り
得
て
、
或
ひ
は
サ
リ
法
血
〈
(
H
L

自

mrEP)
に
ま
で
も
至
る
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
乍
ら
わ
れ
わ
れ
の
問
題

。。
'-J 

は
こ
の
原
則
の
起
源
を
法
制
史
的
に
探
り
出
す
と
と
で
は
た
い
。
凡
そ
一
つ
白
制
度
乃
至
は
慣
習
は
そ
の
起
原
を
問
題
と
す
る
限
り
、
そ

の
萌
芽
は
多
く
の
場
合
常
に
遠
き
上
世
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
と
れ
に
反
し
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、

一
つ
の
大
き
た
傾
向
と
な
っ
て

意
識
的
に
そ
の
制
度
が
採
入
れ
ら
れ
普
及
し
た
祉
曾
的
た
動
き
り
動
機
を
窺
ふ
貼
に
存
す
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
弐
の
如
く

主
張
し
た
い
。
印
ち

wwmg♀
Z
2
E
S
E
守
色
止
の
原
則
は
賓
質
上
よ
り
い
へ
ば
時
庭
の
如
何
を
問
は
や
、
地
理
的
・
政
治
的
・
軍
事

〔
一
六
九
)

的
等
白
諸
事
情
よ
り
、
移
住
民
を
集
中
せ
し
む
る
手
段
と
し
て
師
に
古
く
よ
り
行
は
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
十
二
世
紀
中
葉
に

至
つ
て
は
、
と
の
制
度
が
フ
ラ
ン
デ
ル
ン
地
方
の
都
市
に
い
は
ど
常
恒
的
な
形
式
を
と
っ
て
普
及
し
て
ゐ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
而
し

て
こ
の
制
度
が
、
該
地
方
民
の
東
北
調
逸
へ

D
移
住
の
波
に
乗
っ
て
、
猫
漁
一
圏
内
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
従
っ
て
ま
た
、

こ
の
原
則
。
繕
受
は
、
皐
に
支
配
者
た
る
個
人
の
功
績
に
の
み
蹄
せ
し
む
る
よ
り
も
、
寧
ろ
逆
に
移
住
て
ふ
一
位
合
的
現
象
の
裡
に
、
そ
の
本

狗
逸
ρ

シ
ザ
都
市
リ
ュ

1
ベ
ツ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
拍
哨
凶

U

二

O
五
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コ
O
六

質
的
な
動
機
を
求
め
符
ら
れ
る
の
で
は
た
か
ら
う
か
u

新
し
き
植
民
白
地
に
、
新
興
の
意
気
に
燃
え
る
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
建
設
都
市
、
殊

に
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
の
町
が
、
十
二
世
紀
後
牟
に
於
て
い
ち
早
く
こ
の
原
則
を
意
識
的
に
受
入
れ
た
白
は
ま
こ
と
に
理
由
あ
る
こ
と
斗
い
は

ざ
る
を
得
た
い
ο

而
し
て
ひ
と
度
調
途
都
市
に
入
づ
た
こ
白
原
則
は
、
や
が
て
は
都
市
自
治
憾
の
確
立
と
い
ふ
十
三
世
相
一
般
の
動
向
に

合
流
し
て
金
調
濯
の
都
市
に
普
及
し
て
行
っ
た
。
か
く
考
へ
来
る
と
き
、

3
m
g
&
Z
E
E
S
E
骨
骨
目
立
原
則
費
生
の
史
上
に
、
わ
れ
わ

れ
の
都
市
リ
ュ

l
ベ
ゥ
ク
の
占
め
る
興
味
あ
る
地
位
は
自
ら
明
か
と
な
る
で
あ
ら
う
。

か
く
て
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
原
則
の
内
容
と
、
そ
れ
に
闘
嚇
し
て
こ
の
原
則
が
特
に
濁
逸
に
於
て
所
謂
「
法
諺
」
(
出
品
吾
作
曲
名
早

各
省
SF)
の
形
を
と
っ
て
考
察
せ
ら
る
L

に
至
っ
た
事
情
と
を
一
瞥
し
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

想
ふ
に

3
m
g含
Z
E
E
p
o
E
骨岳山
E

の
原
則
は
一
般
に
は
た
Y
漠
然
と
中
世
市
民
生
活
の
自
由
を
表
現
す
る
法
諺
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ

る
が
、
そ
の
内
容
に
於
て
も
形
式
に
於
て
も
、
し
か
く
単
純
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
形
式
に
づ
き
で
は
既
に
上
掲
せ
る
諸
例
に
よ

づ
て
明
か
で
あ
る
が
、
内
容
に
至
つ
て
は
更
に
複
雑
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
こ
れ
に
闘
す
る
詳
細
た
る
考
察
は
後

日
に
期
す
と
し
て
、
と
L

で
は
た
Y

一
般
的
な
問
題
を
考
べ
て
み
よ
う
。

u
F
E
R
B
p
o
r仲
片
岡
市
山

E
U『
向
島
門
出
回
島
吋
P

∞

、、

の
原
則
は
、
そ
れ
と
は
全
く
劃
立
的
な
、
し
か
も
そ
の
費
生
に
於
て
よ
り
古
き
原
則

と
考
へ
ら
れ
る
=
~
い
同

h
b
s
a口
と
ミ
門

H
S
E
F
F
E
L
-
P∞-
E
?
と
極
め
て
密
接
な
闘
係
を
持
っ
て
ゐ
る
。
後
者
は
印
ち
、
或
る
移
住
者

が
他
の
領
内
に
赴
き
、
満
一
ヶ
年
間
そ
む
地
に
滞
開
国
す
る
時
は
、
紋
は
そ
の
土
地
に
吸
牧
せ
ら
れ
、
従
っ
て
そ
の
身
分
関
係
に
費
化
が
蛮

生
す
る
、
印
ち
自
由
民
は
そ
の
自
由
を
失
っ
て
新
し
き
領
主
白
支
配
下
に
立
つ
こ
と
A

た
夕
、
不
自
由
民
は
領
主
を
嬰
更
す
る
と
い
ふ
謂

で
あ
る
。
と
れ
を
都
市
に
関
し
て
い
へ
ば
、
移
住
者
は
都
市
の

回青∞・
0
H

と
た
づ
て
都
市
領
主

(
m
g
-
F
o目
)
に
従
属
す
る
と
共
に
、



三
七
O
)

そ
の
新
し
き
都
市
領
主
以
外
の
者
に
到
す
る
従
属
義
務
よ
り
解
放
せ
ら
る
λ

こ
と
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て
わ
れ
わ
れ
の
見

来
っ
た

3
2
p含
E
P
E
g
-与
同
門
市
山

の
原
則
乙
は
、
ま
さ
に
こ
の
闘
係
を
解
放
の
側
面
か
ら

ω
み
観
た
も
の
で
あ
る
ο

即
ち

と4
口
"ゆ，eキー

E
Z
Z
H
H
S
E
の
反
面
を
構
成
す
る
法
律
関
係
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に

3
H
L
U
R
g
m
g
E
旦∞・

8
止
を
考
へ
た
〈
て
は
な
ら
ぬ
わ
け

で
あ
る
。
従
っ
て
移
住
者
自
身
の
身
分
闘
係
を
問
題
と
す
る
時
は
、
彼
が
そ
の
移
住
に
よ
っ
て
.
以
前
に
比
し
て
如
何
ば
か
り
D

「
自
由
」

〈

H
F
r
o
H
Sる
を
待
ら
れ
た
で
あ
ら
う
か
ο

こ
の
貼
に
闘
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
λ

で
は
た
い
ふ
、

(
一
七
一
)

程
、
そ
れ
桂
「
自
由
」
で
は
た
か
っ
た
と
述
べ
る
に
と
ど
め
て
置
き
た
い
ι

印
ち
農
民
が
都
市
に
移
住
し
て
も
、

一
般
に
こ
の
原
則
を
通
じ
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る

そ
と
に
は
都
市
領
主
あ

り
、
民
主
あ
り
、
同
業
組
合
あ
り
、
地
主
あ
り
、
家
主
あ
り
、

か
く
の
如
く
し
て
移
住
者
は
経
済
的
に
も
身
分
闘
係
よ
り
い
ふ
も
、
決
し

て
特
別
に
自
由
な
境
遇
に
置
か
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
に
も
拘
は
ら
や
、
多
く
の
都
市
が
か
よ
る
閥
係
を
記
録
す
る
に
」
忌
白
書
只

w

2
2以
て
し
て
ゐ
る
事
費
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
を
単
に
や
同
時
の
文
書
作
製
に
於
け
る
い
は

YFEu-P
と
考
へ

る
な
ら
ば
そ
れ
ま
で
Y
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
以
上
に
こ
の
事
費
を
重
要
脱
し
た
い
と
忠
ふ
。
卸
ち
そ
こ
に
十
一
二
世
紀
に
於
け
る
猫

漁
一
市
民
階
級
O
自
覚
を
物
語
る
何
等
か
の
暗
示
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
而
し
て
こ
の
問
題
の
解
決
は
、

一
方
に
於
て
は

時
代
の

日
同
門
m
H
4「
山

O
H
H
p
d

な
動
き
を
静
観
す
る
と
土
ハ
に
、
他
方
に
は
農
民
及
び
市
民
の
生
活
吠
態
そ
れ
白
煙
の
綿
密
な
る
比
岐
研
究
を
行
ふ

こ
と
に
よ
っ
て
白
み
興
へ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
ο

さ
て

3
m
g仏
砕
石
注
目
p
c
宮
崎
円
。

t
D原
則
が
か
く
の
如
き
内
容
を
持
ち
、
ま
た
そ
一
心
形
式
に
於
て
も
極
め
て
多
種
多
様
な
る
に
も
拘

は
ら
や
J

、
今
日
一
般
史
家
に
よ
っ
て
宛
も
こ
れ
が
「
法
諺
」
の
形
を
と
っ
て
中
世
都
市
に
安
営
し
て
居
た
か
の
如
く
考
へ
ら
れ
る
の
は
何

故
で
あ
ら
う
か
ο

方
も
こ
の
問
題
は
本
稿
の
直
接
の
問
題
で
は
な
い
が
、
し
ば
ら
く
こ
の
「
法
諺
」
の
成
立
を
尋
ね
て
み
よ
う
。

満
州
地
内
ン
ザ
都
市
リ
ュ
1
ベ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て
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弔
問
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経
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些
研
究

第
四
放

O 
ノ、

「
法
諺
」
と
し
て
の

z
m
g
e
E号

E
P
D
E
吟合同

Z
乃
至
は

wwF
丘酔

B
g
z
p
o目
立
た
る
語
を
今
日
の
法
制
史
文
献
に
よ
っ
て
遡
り

求
め
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
づ
か
に
そ
の
萌
芽
と
も
見
る
べ
き
も
の
を
有
名
な
る

F

Sず

C
民

E
B
の
書
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る

ν

彼
ば
サ
リ
法
典

-HiE-己
口
出
巴
PDCEHE
壮
一
寸
を
引
用
し
て
不
自
由
民
白
解
放
を
述
べ
る
箇
所
に
、

3
Hロ
a
g
o
B
岳山口
p
o
S
B
qと
門
誌
町
内
同
志

(
一
七
二
〉

2S¥vas-止
な
る
一
請
を
用
ひ
、
ま
た
こ
の
意
義
を
敷
初
じ
て
中
世
都
市
白
法
制
に
も
言
及
し
て
ゐ
る
c

併
し
乍
ら
こ
の
則
語
例
は
単
な
る

「
文
章
」
で
あ
っ
て
、
未
だ
州
諸
「
法
諺
」
の
形
式
を
具
備
し
て
ゐ
た
い
。
然
る
に
の
江
E
E
よ
り
降
る
こ
と
僅
か
に
二
十
能
年
に
し
て

出
版
さ
れ
た
出
・
時

y
o
p
s
v
u
の
名
著
「
中
世
調
逸
都
市
法
」
に
至
つ
て
は
、
こ
の
語
が
明
か
に
法
諺
D
形
を
と
っ
て
記
さ
れ
て
ゐ
る

の
を
見
る
。
日
く
、

=
H
D
r
E柏
町
出
。
向
。
ロ
宮
内
HOロ
書
伊
《
凶
作
OHH
田口
HHOロ
回
目
。
白
日
目
白
r
守
口
HH
口出向

N日O
B
ロ
D
F
P
H
-
m円
借

H
p
a
H
H
H
H
2
2口同
HOHH白

4
由一円白白一ロ向。ロ

C
Eお
門
司
白
喜
一
円
NHqNい
同
も
さ
白
色
と

'
¥
d
d
F
4由
H
D
r
s
g
冒
∞
目
当
日
白
血
凸
阿
国
由
回
目
。
伊
ロ
ロ
∞
」
引
白
円
b
H
O
E
-
E
命
日
。
閉
山
】
丘
N白
山
g
m
p
H
H
N
B

当可白山口
HHヴ
己
臼

E
ロ
H
H
E
m
o
E
g
-
-酔

Nロ
40HH凶白ロ
-Z(
一
七
百
一
)

市
し
て
そ
の
後
間
も
た
く
、
相
つ
い
で
出
で
た
]
[
・
同
・
同
日
号

E
出
向
並
び
に
国
-
C円
江
戸
民
・
己
目
。

F
3円
編
纂
の
「
調
逸
法
諺
集
」

(
一
七
日
)

と
も
に
こ
の
原
則
を
「
法
諺
」
と
し
て
取
扱
ひ
、
そ
の
説
明
に
一
項
目
を
費
し
て
ゐ
る

G

か
く
の
如
く
し
て
ひ
と
度
成
立
せ
る
こ

に
は
、

の
法
諺
は
、

3
m
g
h
-
P
H
2
E
S
E
片品目
E

或
ぴ
は

ZHLU忠
臣
P
D
E
吟白山

E
F
V
H
e
口
出
品
目
高
E

た
る
諸
形
式
に
鐙
へ
ら
れ
つ
¥

近
時
の
多
く
の
史
家
に
よ
っ
て
中
世
濁
遁
市
民
生
活
の
一
面
を
シ
ム
ボ
ラ
イ
ズ
す
る
も
の
L

如
く
に
考
へ
ら
る
与
に
至
っ
た
。
こ
λ

に
わ

れ
わ
れ
は
、
こ
の
「
法
諺
」
の
成
立
そ
の
も
の
は
中
世
都
市
の
史
貴
か
ら
離
れ
て
竿
ろ
近
世
精
神
史
上
の
問
題
を
物
語
っ
て
ゐ
る
こ
と
に

気
付
く
マ
あ
ら
う
。
印
ち
十
七
・
八
世
紀
に
於
け
る
啓
蒙
的
自
然
法
思
想
に
劃
す
る
反
動
と
、
法
典
編
纂
の
費
際
上
の
必
要
か
ら
、
十
九



世
紀
初
頭
以
来
殊
に
猫
逸
に
力
強
く
議
生
し
た
歴
史
主
義
の
運
動
は
、
過
ぎ
去
っ
た
自
闘
民
白
歴
史
の
仰
K

の
事
象
の
裡
に
、
全
慢
に
割

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

す
る
何
等
か
の
特
色
・
意
義
を
見
出
し
、
「
濁
逸
閥
一
民
の
歴
史
」
を
い
は
Y

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
創
り
山
さ
ん
と
企
て
た
ο

か

一
面
に
於
て
は
ま
た
、
史
賞
を
必
要
以
上
に
「
理
想
化
」

く
し
て
史
撃
の
研
究
は
こ
の
世
相
以
来
未
令
有
D
進
歩
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、

、
、
、

し
、
「
碕
逸
化
」
す
る
傾
向
の
存
し
た
こ
と
は
吾
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
市
し
で
か
L

る
傾
向
の
顕
著
た
る
一
例
と
し
て
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わ
れ
わ

、
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、

れ
は
上
述
せ
る
と
∞

S
含

E
2
B
E
F
2
2
t
の
「
法
諺
化
」
を
皐
げ
得
る
と
忠
ふ
。
殊
に
そ
の
時
代
が
、
猫
抱
一
に
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け
る
精
神
史
上
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一
般
的
な
動
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正
完
全
に
合
致
し
て
ゐ
る
事
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に
鑑
み
る
時
、
日
合
k

こ
の
感
を
深
く
せ
ざ
る
を
件
な
い
。
か
く
て
史
貴
の
上
で
は
殆
ん
ど

欧
羅
巴
の
各
地
に
存
し
た
こ
の
制
度
が
、
特
に
濁
逸
に
於
て
法
諺
化
せ
ら
れ
調
逸
化
せ
ら
れ
た
所
以
が
明
か
と
な
る
で
あ
ら
う
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。
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と
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る
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。立B
E
は
同
書
三
二
七
頁
に
於
て
、
明
か
に
ど
H
b
H
忠

臣

S
E
a
m
Bた
り
語
を
用
ひ
て
ゐ
る
。

(
一
七
一
ニ
)

国・司

H
V
-
C
E
H回
百
円
。
戸

z
o
v。
m
S
2
u
z
o
v
g
p
w
m
沼
早

g
H
P
H
E
2・
同
旨

mHHFFH∞
ロ
ゲ
出
品

-
H
m
M
M円
凶
同
司
・

(
一
七
回

2
)

戸
国
・
出
口

rrHMWロ
白
日
旬
。
戸

g
o
r。
問
。

o
v
g
m匂
H
Z
r
4即
時

8

3

N
戸C
L
o
Y
H∞
印
叩

w
m・
日

4
J
Z
F
ω
一
ご
国
・
。

E
州
出
口
色
沼
・
む
窓
口
戸
時

HH

旬
。
戸

2
0
H
E
H
H
S
F
Z
m町
一
江
C
げ
耳
む
円
問
。
3
M
-
k
r観
点
・

ZQ-bロ
ロ
目
。
ロ
、
】

a
g
w
m・
凹
む
均
-
u
]

ロ
-
Z可・
M
H
F
a
・
参
照
。

結

諮問

自
由
な
る
ハ
ン
ザ
都
市
リ

f
l
ペ
ッ
ク
の
成
立
を
中
心
と
し
て
考
へ
来
っ
た
叙
上
の
諸
問
題
は
、
や
が
℃
は
共
に
来
る
べ
き
新
し
き
時

代
を
理
解
す
る
数
多
く
の
暗
示
を
含
ん
で
ゐ
る
。
従
っ
て
い
ま
こ
与
に
.
わ
れ
わ
れ
自
身
が
共
に
考
ふ
べ
き
問
題
に
ひ
っ
か
け
て
、
以
上

の
記
述
に
劃
す
る
一
陪
の
し
め
く
L

り
を
川
県
へ
て
み
よ
う

J

前
節
腕
に
述
べ
た
如
く
、
=
書
白
色
白
出
向
酔

E
g
Z
骨
即
日
立
の
原
則
は
、
十
九
世
記
の
中
葉
以
来
一
般
史
家
に
よ
っ
て
解
せ
ら
れ
た
が
如

く
し
か
〈
明
瞭
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
都
市
移
住
民
の
身
分
関
係
・
経
済
欄
係
は
、
こ
の
原
則
の
趨
用
に
よ
っ
て
特
に
看
る
べ
き

「
自
由
」
の
境
地
を
興
へ
ら
れ
た
と
考
へ
る
と
と
が
出
来
た
い
。
そ
れ
に
も
不
拘
、
官
時
事
賃
上
盛
に
行
は
れ
た
移
住
の
現
象
は
、
恐
ら

く
は
農
民
生
活
の
賓
情
と
も
い
ふ
べ
き
よ
り
根
底
的
た
方
面
に
そ
の
原
悶
の
主
た
る
も
の
を
求
む
べ
き
で
あ
ら
う
ο

こ
の
問
題
は
兎
に
角
、

J
m
w
g
Q仲

E
R
g
E
b
E
骨
曲
目
立
の
原
則
は
、
種
-R

雑
多
の
形
式
を
と
っ
た
と
は
い
へ
、
十
三
世
紀
の
捕
逸
都
市
に
殆
ん
ど
他
闘
に
そ
の
比

を
見
ざ
る
如
き
力
強
き
傾
向
と
な
っ
て
採
用
せ
ら
れ
た
。
こ
の
事
費
は
何
を
物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
こ
ミ
に
い
ふ
自
由

調
品
池
山

y
ザ
都
市
リ
ュ

1
ペ
ツ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
帯
同
)

一
一一一



東
京
商
科
大
息
研
究
年
報

ゲ

B
g由
)

E
は
如
何
た
る
意
味
あ
ひ
の
も
の
と
観
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
じ
想
ふ
に
一
見
移
住
者
の
自
由
を
規
定
す
る
か
に
見
え
る
こ
の
原

経
済
血
中
研
究

第
四
毅

凶

則
は
、
十
四
世
紀
以
降
所
謂
「
都
市
自
治
樫
」
完
成
の
盛
時
に
於
て
は
い
ざ
知
ら
や
、
少
く
と
も
リ
ュ

1
ペ
ッ
ク
が
こ
の
制
を
種
交
し
た

頃
に
於
て
は
、

そ
の
賞
、
移
住
者
白
樺
を
離
れ
た
所
に
問
題
の
核
心
を
置
い
て
ゐ
た
と
考
へ
る
。
換
言
せ
町
、

こ
の
原
則
は
移
住
者
側
人

の
自
由
を
傘
重
し
た
も
心
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
か
ふ
る
原
則
を
光
輝
あ
る
都
市
訟
の
中
に
不
可
扶
の
一
項
と
し
て
採
入
れ
た
も
ろ
も
ろ

の
優
れ
た
る
都
市
の
動
機
乃
至
は
意
識
の
中
に
、
却
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
都
市
白
煙
の
自
由
性
を
高
調
す
る
時
代
の
反
映
が
窺
は
れ
は
し
た

い
か
と
考
へ
る
わ
け
で
あ
る
ο

か
〈
の
如
く
し
て
都
市
は
先
づ
最
初
に
、

欧
羅
己
中
世
都
市
、

わ
け
で
も
狽
逸
の
都
市
が
、

い
は
Y

「
限
ら
れ
た
特
殊
地
域
」
た
る
意
識
を
強
め
て
行
っ
た
ο

一
方
に
於
て
「
自
由
な
市
民
」
の
集
固
た
る
特
色
を
一
不
す
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
そ

れ
に
も
増
し
て
「
自
由
た
る
都
市
」
の
観
念
を
顕
著
に
表
示
し
て
ゐ
る
事
費
も
、
ま
こ
と
に
理
由
あ
る
こ
と
』
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し

て
ま
た
、

3
m
g
t
r忌

g
s
z
p品

目

t

原
則
の
費
生
左
都
市
白
煙
の
自
由
性
の
高
調

E
闘
聯
せ
し
め
て
解
す
る
限
り
、

わ
れ
わ
れ
は
容

易
に
こ
れ
を

H
H

丘
制
度
の
問
題
に
結
び
つ
け
て
考
へ
得
る
こ
と
L

た
る
。

第
三
節
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
、
民
主
制
度
の
殻
生
に
闘
す
る
従
来
の
諸
論
が
、
近
時
に
於
け
る
史
料
批
判
の
結
果
、
そ
こ
に
多
少
の
訂

五
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
事
情
を
述
べ
た
。
印
ち
従
来
十
二
世
紀
中
葉
に
ま
で
遡
り
件
る
と
考
へ
ら
れ
た
と
の
制
度
は
、
そ
の
一
貴
少
く

と
も
史
料
に
忠
貫
な
る
限
り
、
ナ
ベ
て
十
三
世
紀
以
降
の
も
の
と
考
ふ
べ
き
を
示
し
た
。
而
し
で
か
斗
る
訂
正
の
必
要
左
も
た
ら
し
た
唯

一
の
理
由
は
、
従
来
論
誌
の
根
擦
と
な
っ
た
史
料
が
、
す
べ
て
十
三
世
紀
に
於
け
る
侭
作
乃
王
は
改
京
た
る
こ
と
が
立
読
せ
ら
れ
た
と
こ

ろ
に
存
す
る
。
と
の
例
に
決
れ
す
、
わ
れ
わ
れ
の
都
市
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
に
闘
し
で
も
、
立
論
の
中
心
た
る
べ
き

切
P
H占
)
P
E
)白
血
m
v
}
)

円同点
}
A
w
m
w・

が
明
か
に
十
三
世
紀
前
葉
の
備
作
と
賂
印
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
L

に
わ
れ
わ
れ
の
特
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
文
書
偶
作
の
誇
明



に
よ
っ
て

民
主
制
度
の
殻
生
が
十
三
世
相
ま
で
引
下
げ
ら
れ
た
と
い
ふ
事
貰
よ
り
も
、
寧
ろ
都
市
文
書
の
備
作
乃
至
は
改
京
そ
れ
自
慢

に
劃
す
る
関
心
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
備
作
文
書
に
一
不
さ
れ
た
記
述
は
そ
の
ま
干
史
貫
を
詮
明
す
る
力
た
く
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
史
料

、.、.、.

慎
値
に
乏
し
き
は
勿
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
逆
に
考
へ
て
か
与
る
備
作
を
必
要
な
ら
し
め
た
備
作
営
時
の
事
情
に
思
ひ
を
至
す
な
ら
ば
、

か
--A

る
史
料
こ
そ
具
っ
た
千
百
に
於
け
る
史
料
債
値
を
積
極
的
に
主
張
す
る
力
を
持
つ
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
く
考
へ
来
れ
ば
、

特
に
十
三
世
紀
中
葉
調
抱
一
都
市
に
額
著
に
護
生
す
る
文
書
備
作
の
現
象
は
、
そ
れ
自
ら
に
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
意
義
を
持
つ
も
の
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。

官
時
の
多
く
の
都
市
は
、
史
賓
の
如
何
と
は
別
に
、
自
ら
の
都
市
の
建
設
を
げ
恒
常
ロ
ロ
白
百
出
す
る
た
め
に
何
等
か
の
柴
容
あ
る
オ

1
ゾ

リ
テ
ィ
ー
を
求
め
ん
'
と
す
る
強
き
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
。
そ
の
最
も
著
る
し
き
は
、
都
市
の
起
源
を
カ
ー
ル
大
帝
に
ま
で
遡
求
せ
ん
と
す

る
企
て
ど
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
史
貫
白
存
在
に
強
め
ら
れ
て
近
き
世
の
秀
で
た
る
二
人
の
支
配
者
同
氏
ロ
ユ
ロ
H
H

仏

-
F
と
吋
江
包
『

同一円

O
V
同・

に
そ
の
建
設
の
基
礎
を
求
め
る
こ
と
の
出
来
た
リ
ュ

l
ペ
ッ
ク
の
如
き
は
、
都
市
闘
煙
の
意
識
在
確
保
す
る
上
に
ま
こ
と
に
好

都
合
の
事
情
に
あ
っ
た
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
而
し
て
一
二
二
五
年
頃
に
た
さ
れ
た
と
思
は
れ
る

民
主
制
完
成
の
鮮
か
な
る
備
作
は
、

ま
さ
に
営
時
に
於
け
る
自
治
制
獲
得
の
意
識
的
努
力
を
示
す
も
の
と
観
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
く
併
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、

r
m
g
t
z
p
E
g
z
p
a
z
 原
則
の
糧
受
と
出
主
制
度
護
生
の
過
程
が
、
い
は
Y
楯
の
雨
面
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
可
能
性
が
存
ナ

る。
以
上
二
つ
り
問
題
を
顧
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
十
二
世
紀
末
殊
に
十
三
世
紀
初
頭
が
猫
逸
都
市
瑳
展
の
史
上
に
特
に
豆
妥

た
意
義
を
持
っ
て
ふ
事
情
D

一
端
を
窺
ひ
得
た
と
忠
ふ
。
或
ひ
は
優
れ
た
る
都
市
領
主
D
政
策
に
よ
っ
て
、
或
ひ
は
都
市
自
慢
の
護
生
向
井

濁
逸
ハ
シ
ザ
都
市
リ
ュ
l
ベ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(

暗

唱

回

)

二
一
五
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滋

一一一
ーよーノー、

上
に
於
け
る
特
殊
白
事
情
に
よ
っ
て
、
他
動
的
・
能
動
的
の
差
は
存
し
た
と
し
て
も
、
兎
に
角
こ
の
頃
、
時
を
等
し
う
し
て
一
部
選
ば
れ

た
る
都
市
に
費
生
し
た
新
し
き
制
度
、
新
し
き
意
識
が
、
や
が
て
は
十
三
世
紀
一
般
の
趨
勢
と
な
っ
て
買
を
結
び
、
猫
逸
都
市
の
み
に
見

ら
れ
る
特
色
あ
る
自
治
僅
の
普
及
を
賀
ら
し
た
。
市
し
て
か
与
る
都
市
を
枇
曾
的
・
文
佑
的
た
翠
位
と
し
て
展
開
す
る
時
代
の
姿
こ
そ
、

中
世
後
期
心
猫
逸
を
彩
る
一
特
色
で
あ
る
と
も
い
へ
る
。

さ
き
に
わ
れ
わ
れ
が
「
時
忌

ms
正
し
て
の
生
け
る
圏
煙
た
き
商
業
」
と
し
て
特
色
づ
け
た
十
二
世
紀
ま
で
の
商
業
は
、

い
ま
や
か
L

る
都
市
の
強
生
に
よ
っ
て
、
商
業
政
策
の
パ
門
忌

m
S
Eし
て
の
有
力
な
圏
憧
を
得
た
こ
と
L

な
る
。
積
極
的
な
活
動
力
を
蔵
し
、
統
一
的

な
政
策
を
持
し
た
都
市
が
、
商
業
場
裡
に
臨
む
こ
と
λ

た
れ
ば
、
商
を
管
み
と
す
る
者
も
佃
人
と
し
て
の
商
人
と
い
ふ
よ
り
は
市
民
と
し

て
の
商
人
と
し
て
観
念
せ
ら
る
斗
こ
と
?
な
る
。
十
三
世
紀
以
降
中
世
後
期
D
商
業
の
特
色
は
ま
さ
に
こ
の
黙
か
ら
も
窺
ひ
得
る
わ
け
で

あ
る

ψ

而
し
て
以
上
見
来
っ
た
リ
ュ

l
ベ
ッ
ク
市
白
成
立
史
は
、
か
斗
る
時
代
の
轄
換
を
比
較
的
短
年
月
の
聞
に
樫
験
し
た
代
表
的
な
一

都
市
の
記
録
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
よ
う
。

西
欧
羅
巴
殊
に
濁
逸
の
地
に
、
か
う
し
た
都
市
自
治
樫
の
成
立
を
見
つ
-A

あ
っ
た
了
度
そ
の
頃
、
東
南
欧
羅
巴
の
地
方
は
兵
教
徒
の
侵

入
・
蜂
起
に
悩
ま
さ
れ
た
。
そ
の
最
も
注
目
す
べ
き
は
蒙
古
族
の
侵
入
と
彼
等
に
よ
る
欽
察
汗
園
の
建
園
で
あ
る
。
か
ミ
る
政
治
的
建
草

に
繭
さ
れ
て
、
古
く
よ
り
グ
ォ
ル
ガ
・
ド
ゥ
ニ
ヱ
プ
ル
雨
河
地
方
、
よ
り
北
路
バ
ル
ト
海
の
沿
岸
に
通
商
路
を
持
っ
て
ゐ
た
ア
ラ
ビ
ア
人
を

中
心
と
す
る
東
方
商
人
達
は
そ
の
通
路
を
遮
断
せ
ら
れ
、
大
き
な
打
撃
を
蒙
っ
た
と
岡
山
は
れ
る
。
こ
の
事
情
が
、
ま
た
逆
に
い
へ
ば
、
パ

ル
ト
海
D
商
業
を
組
織
あ
る
都
市
の
政
策
に
支
持
せ
ら
れ
た
濁
通
商
人
の
猫
占
場
と
化
す
る
に
好
都
合
な
情
勢
で
あ
っ
た
と
観
ら
れ
ぬ
で

あ
ら
う
か
。
而
し
て
こ
ふ
に
弐
の
時
代
邸
ち
欧
州
商
業
突
上
に
い
ふ
所
謂
「
ハ
ン
ザ
時
代
」
の
展
開
が
約
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
る
ο

紋
上



の
如
き
時
代
D
動
き
を
想
ふ
時
、
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク

D
町
が
猫
逸
ハ
ン
ザ
の
盟
主
と
な
り
得
た
D
も
、
決
し
て
偶
然
で
は
た
か
っ
た
所
以
を

感
得
し
得
ら
る
与
で
あ
ら
う
。

以
上
白
栽
越
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
リ
ュ

1
ベ
ッ
ク
市
の
成
立
が
調
抱
一
都
市
の
賞
展
史
上
に
占
め
る
意
義
の
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
を

見
た
と
同
時
に
、
各
都
市
白
持
つ
特
色
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
成
立
の
特
殊
の
事
情
を
明
か
に
す
る
と
こ
ろ
よ
り
窺
は
れ
た
く
て
は
な
ら
ぬ
こ

と
を
知
り
得
た
。
リ
ュ

1
3ヘ
ッ
ク
市
の
持
つ
特
色
が
、

如
何
に
多
く
そ
の
成
立
の
政
治
史
的
事
情
に
依
存
し
て
ゐ
た
か
を
想
ふ
時
、
錠
k

と
の
感
を
深
ふ
す
る
弐
第
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
最
初
の
問
題
は
皐
に
リ
ム

1
ぺ
ッ
ク
て
ふ
一
都
市
の
成
立
を
明
か
に
す
る

と
こ
ろ
に
存
し
た
の
で
は
た
か
っ
た
。
と
の
解
明
を
通
じ
て
濁
逸
都
市
一
般
が
欧
羅
巴
の
他
の
都
市
に
劃
し
て
有
つ
特
徴
の
一
端
在
も
窺

ひ
知
ら
ん
と
努
め
た
わ
け
で
あ
る
。
然
る
に
い
ま
叙
越
の
跡
を
顧
み
る
に
、
こ
の
企
て
が
必
や
し
も
議
期
白
如
く
表
は
れ
得
な
か
っ
た
憾

を
深
ふ
す
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
今
更
D
如
く
潤
逸
中
世
都
市
の
持
つ
問
題
の
深
く
旦
つ
債
き
に
驚
か
ざ
る
を
件
な
い
。
従
っ
て
残

さ
れ
た
る
諸
問
題
は
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
後
日
の
研
究
の
課
題
と
た
る
で
あ
ら
う
。

最
後
に
一
言
す
べ
き
は
、
「
中
世
都
市
L

に
封
す
る
わ
れ
わ
れ
の
解
牒
が
、
余
り
に
近
世
的
に
過
ぎ
た
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ
懸
念
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
、
山
口
同
時
の
都
市
は
そ
D
賞
、
極
め
て
小
規
模
D
も
白
で
あ
り
、
中
世
後
期
に
於
て
さ
へ
、

二
高
五
千
白
人
口
を
有
す
る
町
が
猫

逸
最
大
白
大
都
市
で
あ
っ
た
事
情
を
想
ふ
時
、
わ
れ
わ
れ
白
述
べ
来
っ
た
「
都
市
」
の
姿
が
初
御
と
し
て
浮
び
来
る
で
あ
ら
う
。

(
昭
和
十
年
六
月
二
十
八
日
)

(
附
記
J

木
稿
を
草
ず
る
に
蛍
り
、
常
に
縁
切
な
る
御
数
一
双
と
御
指
導
を
賜
っ
た
上
原
専
検
先
生
に
釘
し
、
謹
ん
で
帥
向
調
の
意
を
拷
ぐ
。

調
逸
ハ
ン
ザ
都
市
リ
ュ
I
ベ
ッ
ク
の
成
立
に
つ
い
て

(
増
田
)

七


