
｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潔

し
亜

2004
･
6
Pg
薄

｣

_

｢

12

紹K

e
n
n

e
th

C

F
a
se

F
ire
a
rm
s
:
A

G
lo
b
a
l

H
i

s
t
o

ry
to

]

7

00.
問

野

英

二

■■

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
到
来
に
伴

っ
て
､
世
界
史

と
呼
ぶ
に
相
庵
し
い
書
物
が
求
め
ら
れ
て
久
し
い
｡

し
か
し

一
人
の
著
者
が
世
界
史
の
流
れ
を
明
快
に

叙
述
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
の
た

め
こ
れ
ま
で
に
異
に
世
界
史
と
呼
び
う
る
業
績
は

ア
ー
ノ
ル
ド

･
ー
イ
ン
ビ
ー
の

『歴
史
の
研
究
』

や
ウ
イ
リ
ア
ム

･
マ
ク
ニ
ー
ル
の

『西
欧

の
興

隆
』
な
ど
､
ご
-
少
数
に
し
か
過
ぎ
な
か

っ
た
｡

こ
こ
に
紹
介
す
る
書
物
は
､
書
名
に

『火
器
｡

一
七

〇
〇
年
ま
で
の

一
地
球
史
』
と
あ
る
よ
う
に
､

中
国
で
火
器
が
馨
明
さ
れ
た

二

〇
〇
年
代
か
ら
､

西
欧
が
火
器
を
利
用
し
て
他
地
域
を
墜
倒
し
は
じ

め
る

一
七

〇
〇
年
代
直
前
ま
で
の
世
界
史
を
､
火

器
の
歴
史
を
中
心
に
措
こ
う
と
し
た
雄
大
な
試
み

で
あ
る
｡
本
書

に
云
う
火
器

(F
ire
a
rm
s)
と

は
､
著
者
に
よ
れ
ば
､
｢火
薬
を
使
用
す
る
武
器

で
､
弾
丸
を
筒
か
ら
登
進
さ
せ
る
た
め
に
火
薬
の

爆
馨
力
を
利
用
す
る
も
の
｣
で
､
｢大
砲
､
小
銃
､

ビ
ス
-
ル
な
ど
が
典
型
的
｣
と
い
う
｡
従

っ
て
､

火
薬
を
使
用
す
る
他
の
武
器
､
例
え
ば
火
箭
､
火

炎
放
射
器
､
爆
弾
､
地
雷
な
ど
は
本
書
の
火
器
に

は
含
ま
れ
な
い
｡

本
書
の
大
筋
を
あ
ら
か
じ
め
示
せ
ば
､
著
者
は

ま
ず

｢火
器
は
､
中
園
で
澄
明
さ
れ
た
の
に
､
な

ぜ
中
園
で
は
な
-
､
西
欧
で
馨
達
し
完
成
さ
れ
た

の
か
｣
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
す
る
｡
そ
し
て
そ

の
解
答
を
得
る
た
め
に
､
主
に
文
献
を
用
い
て
世

界
の
諸
地
域
に
お
け
る
火
器
を
巡
る
諸
問
題
を
詳

細
に
検
討
す
る
｡
そ
し
て
結
論
と
し
て
､
火
器
は

遊
牧
民
と
関
係
の
深
か

っ
た
中
園
な
ど
の
地
域
で

は
登
達
せ
ず
､
遊
牧
民
と
の
関
係
が
ほ
と
ん
ど
な

か

っ
た
西
欧
と
日
本
で
発
達
し
た
､
つ
ま
り
西
欧

で
火
器
が
馨
達
し
た
の
は
､
西
欧
が
遊
牧
民
と
ほ

と
ん
ど
関
係
を
持
た
な
か

っ
た
か
ら
だ
と
す
る
ユ

ニ
ー
ク
な
仮
説
を
提
起
し
て
い
る
｡
遊
牧
民
と
の

関
係
の
度
合
い
が
､
あ
る
地
域
の
火
器
の
馨
達
に

大
き
-
影
響
し
､
そ
れ
が
結
局
､
世
界
史
の
大
勢

(西
欧
の
優
越
)
を
決
定
し
た
と
い
う
興
味
深
い

理
論
で
あ
る
｡
著
者
の
叙
述
は
合
理
的
で
説
得
力

に
富
み
､
こ
の
結
論
も
受
け
入
れ
や
す
い
｡
そ
の

意
味
で
本
書
を
久
万
ぶ
り
に
登
場
し
た
､
世
界
史

の
名
に
値
す
る
好
著
と
し
て
高
-
評
債
し
た
い
｡

多
岐
に
亘
る
本
書
の
内
容
を
逐

一
紹
介
す
る
こ

と
は
､
紙
幅
の
関
係
も
あ

っ
て
こ
こ
で
は
省
略
し
､

以
下
に
そ
の
内
容
を
き
わ
め
て
窓
意
的
に
紹
介
し

た
い
｡

一

著
者

著
者
の
ケ
ネ
ス

･
チ
ェ
イ
ス
氏
は
ア

メ
リ
カ
合
衆
園
の
出
身
で
､
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学

を
最
優
秀

の
成
績

(su
m
m
a

c

um

-aude)
で

卒
業
し
た
後
､

一
九
九
六
年
に
ハ
-
ヴ

ァ
-
ド
大

学
大
学
院
の
束
ア
ジ
ア
言
語

･
文
明
学
科
か
ら
哲

学
博
士
鍍

(p
H
.D
.)
を
取
得
し
た
｡
博
士
論
文

準
備
中
に
は
､
日
本
の
京
都
大
学
な
ど
で
も
東
洋

学
の
研
鐙
を
積
ん
だ
の
で
､
こ
の
著
者
を
知
る
人

も
少
な
-
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
後
､
ス
タ
ン
フ

ォ
ー
ド
法
科
大
学
院
に
学
ん
で
､
二
〇
〇
〇
年
､

法
学
博
士
壊

(J
.D
.)
を
取
得
し
､
現
在
は
ア
メ

リ
カ
の

l
法
律
事
務
所

(L
aw
firm
of
C
leary,

G
ott-ieb)
S
teen
a
n
d
H
am
i-to
n
)

の
耕
護
士

と
し
て
､
同
事
務
所
の
香
港
オ
フ
ィ
ス
に
勤
務
し

て
い
る
｡
著
者
は
中
国
語
､
日
本
語
を
流
暢
に
話

し
､
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
西
欧
の
言
語
の
他
､
ベ
ル

シ
ア
語
､
テ
ユ
ル
ク
語
な
ど
西
ア
ジ
ア
の
言
語
に

も
通
じ
た
文
字
通
-
の
秀
才
で
あ
る
｡
日
本
で
は

稀
な
事
な
が
ら
､
梓
護
士
の
仕
事
を
し
つ
つ
東
洋

学
の
研
究
を
も
継
頼
し
て
お
-
､
本
書
は
そ
の
最

- 126-

■■

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潔

し
亜

2004
･
6
Pg
薄

｣

_

｢

■■

127

初
の
成
果
で
あ
る
｡

二

目
次

こ
の
目
次
を
見
れ
ば
､
本
書
を
世
界

史
と
呼
ぶ
に
相
癒
し
い
こ
と
が
明
瞭
で
あ
ろ
う
｡

は
じ
め
に

一

序
論

(
オ
イ
ク
メ
ネ
､
ス
テ
ッ
プ
､
砂
漠
､

兵
端
､
騎
兵
'
火
器
)

二

一
五

〇
〇
年
ま
で
の
中
国

(火
器
の
馨
明
､

明
の
勃
興
､
明
の
軍
制
､
洪
武
帝
の
遠
征
､

永
楽
帝
の
遠
征
､
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
､
南
海
､

土
木
の
奨
)

三

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(火
器
の
導
入
､
城
包
囲
戦

と
合
戦
､
地
理
､
大
砲
と
馬
､
大
砲
と
船
､

大
砲
と
弓
､
東
欧
､
ア
メ
リ
カ
大
陸
)

四

西
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界

(ト
ル
コ
､
オ
ス

マ
ン
朝
の
軍
制
､
バ
ル
カ
ン
､
地
中
海
､

オ
ス
マ
ン
朝
の
成
功
､
エ
ジ
プ
ト
､
マ
ム

ル
ー
ク
朝
の
軍
制
､
連
境
戦
争
､

マ
ル
ジ

ユ
･
ダ
ー
ビ
ク
､
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
失
敗
､

マ
グ
リ
ブ
､
サ
ハ
ラ
下
方
の
ア
フ
リ
カ
)

五

東
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界

(イ
ラ
ン
､
サ
フ

ア
ヴ
イ
ー
朝
の
軍
制
､
ア
-
ザ
ル
バ
イ
ジ

ヤ
ー
ン
､
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
'
サ

フ
ァ
ヴ

イ
ー
朝
は
成
功
か
失
敗
か
､
イ
ン
ド
､
ア

フ
ガ
ン
､
ム
ガ
ル
､
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
､
東

南
ア
ジ
ア
)

六

一
五

〇
〇
年
以
降
の
中
国

(外
囲
の
火
器
､

新
式
の
中
国
の
火
器
､
制
度
的
奨
革
､
倭

冠
､
長
城
､
車
輪
､
明
の
崩
壊
､
ス
テ
ッ

プ
の
征
服
)

七

朝
鮮
と
日
本

(朝
鮮
､
日
本
､
種
子
島
､

信
長
､
統

一
､
第

一
次
朝
鮮
侵
略
､
朝
鮮

の
反
癒
､
第

二
次
朝
鮮
侵
略
､
徳
川
幕

府
)

八

結
論

(
一
七

〇
〇
年
以
降
の
火
器
､

一
七

〇
〇
年
以
降
の
世
界
､
車
輪
と
槍
､
火
器

と
遊
牧
民
)

三

執
筆
の
動
機

火
器
を
中
心
に
世
界
史
を
考

え
る
こ
と
は
､
も
と
も
と
著
者
の
遊
牧
民

(特
に

モ
ン
ゴ
ル
)
に
封
す
る
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
｡
こ

の
執
筆
の
動
機
を
反
映
し
て
､
本
書
の
結
論
で
も
'

火
器
の
馨
達
と
遊
牧
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
仮

説
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

四

着
眼
鮎

著
者
が
ど
の
よ
う
に
し
て
火
器
と

遊
牧
民
の
関
係
に
着
目
す
る
に
至

っ
た
の
か
｡
そ

れ
は
執
筆
前
に
､
著
者
の
脳
裏
に
次
の
よ
う
な
二

つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
よ
ぎ

っ
た
た
め
で
あ
る
｡

第

一
の
着
眼
鮎

中
団
は
な
ぜ
遊
牧
民
で
あ
る

モ
ン
ゴ
ル
に
苦
し
ん
だ
の
か
｡
こ
の
中
国
の
ジ
レ

ン
マ
に
つ
い
て
の
解
答
を
考
え
る
内
に
､
そ
の
解

答
を
得
る
た
め
に
は
､
中
囲
同
様
に
モ
ン
ゴ
ル
が

侵
攻
し
支
配
し
た
ロ
シ
ア
､
イ
ラ
ン
な
ど
と
こ
の

中
国
の
戦
争
の
ス
タ
イ
ル
な
ど
を
比
較
し
､
そ
こ

に
見
ら
れ
る
類
似
性
お
よ
び
相
違
性
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
｡
ま
た
､
モ
ン
ゴ
ル
の

支
配
の
及
ば
な
か

っ
た
の
が
西
欧
と
日
本
で
あ
-
､

こ
の
西
欧
と
日
本
で
共
通
し
て
火
器
が
馨
達
し
た

こ
と
に
も
気
づ
-
｡
さ
ら
に
､
常
に
遊
牧
民
と
戦

い
'
そ
の
封
策
に
苦
し
ん
だ
地
域
､
例
え
ば
中
国

は
遊
牧
民
に
封
し
て
そ
れ
ほ
ど
火
器
を
使
わ
な
か

っ
た
こ
と
に
も
気
づ
く
｡
こ
れ
ら
の
鮎
か
ら
､
あ

る
地
域
の
遊
牧
民
と
の
関
係
の
度
合
い
と
火
器
の

登
達
の
度
合

い
と
の
問
に
何
ら
か
の
相
関
関
係
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
｡

第
二
の
着
眼
鮎

フ
エ
ル
ナ
ン

･
ブ
ロ
ー
デ
ル

ら
の
地
理
に
重
き
を
置
い
た
地
中
海
研
究
な
ど
に

ヒ
ン
ト
を
得
て
､
遊
牧
民
の
活
動
の
舞
墓
で
あ
る

ス
テ
ッ
プ
な
ど
の
地
理
的
環
境
や
､
そ
れ
と
は
異

な
る
西
欧
や
日
本
､
あ
る
い
は
中
園
な
ど
の
地
理

的
環
境
が
､
人
間
の
行
動
､
特
に
戦
争
を
制
約
す

る
こ
と
に
着
目
し
､
戦
争
を
問
題
に
す
る
際
に
は
､

特
に
地
理
と
関
係
の
深
い
兵
端

(食
料

･
軍
需
品

な
ど
の
供
給

･
補
充

･
輸
送
)
の
問
題
に
注
意
を

排
う
べ
き
こ
と
に
気
づ
-
｡
事
賓
､
本
書
で
は
､

兵
端
の
問
題
に
絶
え
ず
注
意
が
排
わ
れ
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
､
人
口
桐
密
な
西
欧
や
日
本
で
は
兵
端
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の
問
題
が
少
な
-
､
火
器
を
使
用
す
る
歩
兵
を
安

ん
じ
て
展
開
で
き
た
｡
そ
れ
に
封
し
贋
大
な
ス
テ

ッ
プ
や
砂
漠
で
は
､
戦
う
相
手
が
騎
兵
で
あ

っ
た

ば
か
-
で
な
-
､
兵
端
に
も
問
題
が
あ

っ
た
た
め
､

歩
兵
を
展
開
し
に
-
か
っ
た
｡
そ
の
た
め
､
例
え

ば
中
園
は
､
遊
牧
民
と
の
戦
い
で
歩
兵
よ
り
も
火

器
に
適
さ
ぬ
騎
兵
を
用
い
た
｡
ま
た
火
器
を
用
い

て
も
､
歩
兵
で
は
な
-
車
輪
を
展
開
し
た
事
な
ど

が
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
着
眼

鮎
に
つ
い
て
の
説
明
を
謹
む
と
､
学
問
が
い
-
つ

か
の
優
れ
た
着
眼
か
ら
出
番
し
て
大
き
-
進
展
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
-
理
解
で
き
る
｡

五

問
題
の
提
起

先
述
の
ご
と
-
､
｢火
器
は

中
園
で
馨
明
さ
れ
た
の
に
､
な
ぜ
中
園
で
は
な
-
､

西
欧
で
馨
達
し
完
成
さ
れ
た
の
か
｣
と
い
う
問
題

で
あ
る
｡

六

問
題
の
解
決
方
法

中
国
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
､

ト
ル
コ
･
エ
ジ
プ
ト

(西
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
)
､

イ
ラ
ン

･
イ
ン
ド

(東
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
)
､

朝
鮮

･
日
本
､
そ
れ
に
ア
メ
リ
カ
､
ア
フ
リ
カ
､

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
火
器
の
澄
明

･
導
入

･
馨

達
な
ど
の
諸
問
題
を
､
主
に
文
献
を
用
い
て
地
域

別
に
検
討
し
､
蹄
納
的
に
､
先
の
結
論
を
導
き
出

し
て
い
る
｡
問
題
の
検
討
に
昔
た
っ
て
は
､
中
国

語
､
日
本
語
､
ベ
ル
シ
ア
語
､
テ
ユ
ル
ク
語
､
ア

ラ
ビ
ア
語
､
そ
れ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
に
よ
る
文

献

(
一
次
文
献
と
二
次
文
献
)
が
博
捜
さ
れ
､

一

次
文
献
は
し
ば
し
ば
本
文
中
に
英
詳
し
て
引
用
さ

れ
て
い
る
｡
ま
た
､
本
書
中
の
各
個
の
記
述
が
､

ど
の
文
献
に
基
づ
-
も
の
で
あ
る
か
は
､
巻
末
の

四
五
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
詳
細
な
後
注
に
明
記
さ
れ
､

さ
ら
に
本
書
で
参
照
さ
れ
た
膨
大
な
文
献
は
､
巻

末
の
二
七
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
文
献
目
録
に
明
示
さ
れ

て
い
る
｡
文
献
の
他
に
も
､
細
密
墓
や
槍
巻
物
な

ど
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
情
報
も
利
用
さ
れ
､
本
書
中

に
は
､
火
器
を
措
い
た
西
欧
､
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
'

中
国
､
日
本
の
十
枚
の
興
味
深
い
園
が
簡
明
な
解

説
と
共
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

七

論
鮎

論
鮎
は
多
岐
に
わ
た
-
､
そ
の
全
て

を
紹
介
す
る
こ
と
は
､
紙
幅
の
関
係
上
､
断
念
せ

ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
の
た
め
､
こ
こ
で
は
､
特
に

興
味
深
い
論
鮎
の
み
を
以
下
に
列
挙
し
た
い
｡

(
一
)
西
欧
で
火
器
が
馨
達
し
た
理
由
に
つ
い
て

の
諸
説

(科
学
技
術
優
越
説
､
常
時
戦
争
説
､
文

化
的
適
合
説
)
､
あ
る
い
は
他
の
地
域
で
西
欧
ほ

ど
に
火
器
が
馨
達
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
の

諸
説

(文
化
的
嫌
悪
説
､
囲
家
規
制
説
)
を
納
得

で
き
る
理
由
を
挙
げ
て
全
て
否
定
し
て
い
る
｡
な

お
､
云
う
ま
で
も
な
-
､
こ
の
諸
説
に
つ
い
て
の

全
面
的
な
否
定
を
踏
ま
え
た
上
で
､
著
者
の
仮
説
､

新
説
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(
二
)

一
七

〇
〇
年
こ
ろ
ま
で
の
初
期
の
火
器
は

扱
い
に
-
-
'
正
確
さ
に
も
放
け
た
｡
初
期
の
火

器
は
歩
兵
の
み
が
扱
え
る
武
器
で
あ
-
､
騎
兵
が

火
器
を
馬
上
で
扱
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で

あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
､
初
期
の
火
器
は
歩
兵
の

武
器
と
し
て
馨
展
す
る
の
で
あ
る
｡

(≡
)
火
器
が
な
お
未
熟
で
あ

っ
た
た
め
､
初
期

の
火
器
が
有
数
で
あ

っ
た
の
は
城
包
囲
戦
と
密
集

し
た
歩
兵
に
野
し
て
の
み
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
故
､

初
期
の
火
器
は
､
城
も
歩
兵
も
持
た
ぬ
遊
牧
民
に

封
し
て
は
有
数
性
に
乏
し
か
っ
た
｡

(四
)
火
器
が
馨
達
し
た
時
期
に
､
も
と
も
と
戦

争
に
歩
兵
が
多
用
さ
れ
て
い
た
地
域
は
､
西
欧
と

日
本
で
あ
る
｡
西
欧
と
日
本
で
は
､
歩
兵
が
弓
を

火
器
に
持
ち
代
え
さ
え
す
れ
ば
よ
-
､
こ
の
た
め

西
欧
と
日
本
で
火
器
の
利
用
が
急
速
に
馨
達
し
た
｡

(五
)
遊
牧
民
の
騎
兵
に
封
抗
す
る
に
は
騎
兵
で

立
ち
向
か
う
必
要
が
あ

っ
た
｡
し
か
し
火
器
は
騎

兵
に
な
じ
ま
な
い
｡
そ
の
た
め
遊
牧
民
と
常
に
戦

っ
た
地
域
で
は
火
器
が
あ
ま
-
馨
達
し
な
か
っ
た
｡

(六
)
中
園
で

二

〇
〇
年
代
前
半
に
火
器
が
馨

明
さ
れ
た
｡
そ
の
理
由
は
､
昔
時
､
中
国
園
内
で

も
戦
争
が
絶
え
ず
､
城
を
攻
め
る
た
め
有
数
な
武

器
を
開
馨
す
る
必
要
性
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
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火
器
は
元
明
交
代
期
の
南
中
園
で
の
戦
争

(河
川

を
利
用
し
た
戦
､
そ
し
て
攻
城
戟
)
に
活
用
さ
れ

た
｡
し
か
し
､
明
の
成
立
以
降
､
主
な
戦
場
が
南

中
園
か
ら
北
中
国
や
ス
テ
ッ
プ
に
移
る
に
つ
れ
､

戦
争
の
性
格
が
奨
わ
っ
た
｡
明
の
軍
隊
が
火
器
の

有
数
で
な
い
モ
ン
ゴ
ル
騎
兵
に
主
に
野
庭
し
た
た

め
､
中
国
に
お
け
る
火
器
の
馨
達
が
遅
れ
､
中
国

は
十
五
世
紀
の
末
ま
で
に
火
器
の
面
で
西
欧
や
オ

ス
マ
ン
朝
に
後
れ
を
と
る
に
至

っ
た
｡

(七
)
十
六
世
紀
の
初
め
ま
で
に
､
西
欧

(特
に

ポ
ル
ト
ガ
ル
)
や
オ
ス
マ
ン
朝
か
ら
改
良
さ
れ
た

火
器
が
中
国
に
到
着
し
た
｡
中
国
人
は
そ
の
優
秀

性
に
気
づ
き
､
た
だ
ち
に
そ
の
揺
取
を
開
始
し
た
｡

た
だ
し
'
中
図
人
は
単
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
火
器
を

コ
ピ
ー
し
た
だ
け
で
な
-
､
新
た
に
得
ら
れ
た
知

識
を
癒
用
し
て
従
来
の
中
国
の
火
器
を
改
良
し
た
｡

し
か
し
､
遊
牧
民
と
の
戦
い
に
必
要
な
､
馬
上
で

の
素
早
い
再
装
填
の
問
題
は
つ
い
に
解
決
さ
れ
な

か
っ
た
｡

(八
)
西
欧
で
火
器
が
登
達
し
た
の
は
､
そ
の
地

理
が
､
火
器
を
用
い
る
攻
城
戦
と
火
器
を
扱
う
歩

兵
の
利
用
に
適
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

(九
)
海
戦
が
､
火
器
､
特
に
大
砲
の
馨
達
に
大

き
な
意
味
を
持

っ
た
｡
西
欧
や
オ
ス
マ
ン
朝
に
お

け
る
､
海
上
で
の
大
砲
の
需
要
が
大
砲
の
革
新
を

促
し
た
｡
海
戦
の
少
な
い
日
本
で
は
大
砲
は
馨
達

し
な
か
っ
た
｡

(
一
〇
)
西
欧
で
は
､
十
七
世
紀
､
小
銃
の
馨
達

に
伴

っ
て
､
軍
隊
の
主
力
は
銃
手
と
そ
れ
を
守
る

槍
手
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
｡
銃
手
と
槍
手
は

農
民
か
ら
補
充
で
き
た
の
で
､
軍
隊
の
規
模
が
急

激
に
槍
大
し
た
｡
ま
た
西
欧
で
は
､
未
熟
な
農
民

を
軍
事
的
に
訓
練
す
る
方
法
や
制
度
が
馨
達
し
た
｡

こ
の
軍
隊
の
接
大
と
軍
事
訓
練
の
普
及
が
､
十
八

世
紀
以
降
の
西
欧
の
戦
争
の
ス
タ
イ
ル
を

一
撃
さ

せ
､
十
八
､
十
九
世
紀
に
お
け
る
西
欧
の
優
越
に

大
き
-
貢
献
し
た
｡

(
一
一
)
十
七
世
紀
後
半
､
西
欧
に
銃
剣
が
登
場

し
､
槍
手
を
不
要
な
も
の
と
し
た
｡
ま
た
火
縄
銃

に
代
わ

っ
て
火
打
ち
石
銃
が
馨
明
さ
れ
､
小
銃
の

扱
い
が
容
易
と
な
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
火
器
を
巡
る

技
術
的
な
革
新
は
す
べ
て
西
欧
で
起
こ
っ
た
｡

(
二

一)
東
欧

(
ロ
シ
ア
を
含
む
)
は
､
西
欧
を

ス
テ
ッ
プ
の
脅
威
か
ら
守
る
緩
衝
地
帯
と
な

っ
た

が
､
東
方
で
は
ス
テ
ッ
プ
の
騎
兵
､
西
方
で
は
西

欧
の
歩
兵
と
い
う
南
面
か
ら
の
攻
撃
に
曝
さ
れ
た
｡

こ
の
よ
う
に

一
方
で
騎
兵
に
野
庭
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
も
あ

っ
て
､
東
欧
は
火
器
を
西
欧
ほ
ど
に
は

馨
達
さ
せ
な
か
っ
た
｡

(
一
三
)
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
ズ
テ
カ
､

イ
ン
カ
両
帝
園
の
急
速
な
滅
亡
に
大
き
な
役
割
を

演
じ
た
の
は
､
火
器
で
は
な
-
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

が
持
ち
込
ん
だ
天
然
痘
､
は
し
か
な
ど
の
疫
病
で

あ
る
｡

(
一
四
)
ー
ル
コ
の
オ
ス
マ
ン
朝
は
十
五
世
紀
半

ば
に
､
ど
こ
か
ら
か
火
器
を
導
入
し
､
常
に
ど
こ

か
と
戦

っ
て
い
た
｡
こ
の
絶
え
ざ
る
戦
争
情
況
が

オ
ス
マ
ン
朝
に
お
け
る
火
器
の
馨
達
を
速
め
た
｡

(
一
五
)
オ
ス
マ
ン
朝
は
､
十
七
世
紀
後
半
､
西

欧
が
従
来
の
火
縄
銃
と
槍
に
代
わ

っ
て
火
打
ち
石

銃
と
銃
剣
を
採
用
し
て
以
降
､
衰
退
の
兆
し
を
見

せ
る
｡
し
か
し
少
な
-
と
も
火
器
の
導
入
と
活
用

に
よ
っ
て
そ
の
隆
盛
を
築
い
た
と
い
う
鮎
か
ら
す

れ
ば
､
こ
と
火
器
に
関
す
る
限
り
､
オ
ス
マ
ン
朝

を
成
功
者
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
｡

(
一
六
)
エ
ジ
プ
ト
の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
は
オ
ス
マ

ン
朔
よ
-
早
-
に
火
器
を
知
-
な
が
ら
､
そ
れ
を

軍
事
力
に
全
面
的
に
取
-
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か

っ
た
｡
そ
の
理
由
は
､
彼
ら
の
軍
隊
の
主
力

(
マ
ム
ル
ー
ク
)
が
騎
兵
で
あ
-
､
ま
た
彼
ら
が

面
し
た
主
な
脅
威
が
シ
リ
ア
連
境
の
遊
牧
民
か
ら

の
も
の
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
｡

(
一
七
)
イ
ラ
ン
の
サ
フ
ア
ヴ
イ
ー
朝
も
火
器
を

導
入
し
､
西
方
で
は
オ
ス
マ
ン
朝
軍
の
火
力
と
戦

っ
た
｡
し
か
し
､
東
方
で
は
遊
牧
民
ウ
ズ
ベ
ク
と
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戦
わ
ね
ば
な
ら
ず
､
こ
の
南
面
の
敵
と
戦
う
た
め

に
二
つ
の
戦
争
の
ス
タ
イ
ル
を
必
要
と
し
た
｡
そ

の
た
め
も
あ

っ
て
､
火
器
を
十
分
に
馨
達
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
｡

(
一
八
)
イ
ン
ド
に
は
､
十
五
世
紀
半
ば
の
ア
フ

ガ
ン
時
代
に
火
器
が
到
来
し
､
十
六
世
紀
以
降
の

ム
ガ
ル
朝
時
代
に
多
用
さ
れ
て
､
こ
れ
ら
の
火
器

が
イ
ン
ド
に
お
け
る
戦
争
の
ス
タ
イ
ル
を

一
撃
さ

せ
た
｡
ム
ガ
ル
朝
は
初
期
か
ら
火
器
を
導
入

･
活

用
し
､
そ
の
面
で
批
判
さ
れ
る
べ
き
鮎
は
な
い
｡

し
か
し
彼
ら
に
は
､
オ
ス
マ
ン
朝
の
ご
と
-
'
火

力
を
活
用
す
る
西
欧
の
陸
軍
と
戦

っ
た
経
験
も
な

-
､
ま
た
大
砲
を
馨
達
さ
せ
る
海
軍
も
な
か

っ
た
｡

そ
の
た
め
､
彼
ら
が
オ
ス
マ
ン
朝
ほ
ど
に
火
器
を

発
達
さ
せ
得
な
か

っ
た
の
は
や
む
を
得
な
い
｡

(
一
九
)
東
南
ア
ジ
ア
は
､
十
三
世
紀
か
ら
十
五

世
紀
の
問
に
､
中
囲
船
が
搭
載
す
る
火
器
に
常
に

接
し
て
い
た
の
で
､
西
欧
の
火
器
の
到
来
す
る
以

前
か
ら
､
す
で
に
火
器
の
知
識
を
持

っ
て
い
た
｡

そ
の
た
め
西
欧
の
火
器
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
っ

て
東
南
ア
ジ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
､
火
器
が
急

速
に
虞
ま
-
､
こ
の
地
域
の
戦
争
で
マ
ス
ケ
ッ
ー

銃
や
旋
回
砲
が
常
用
さ
れ
た
｡

(
二
〇
)
朝
鮮
は
十
四
世
紀
半
ば
に
中
国
か
ら
火

器
を
導
入
し
た
｡
し
か
し
､
朝
鮮
は
二
世
紀
に
わ

た

っ
て
火
器
を
日
本
人
か
ら
は
隠
し
通
し
た
｡

(
二

一
)
十
六
世
紀
半
ば
ま
で
の
朝
鮮
で
は
海
戦

が
多
-
､
そ
の
た
め
船
に
積
ま
れ
る
大
砲

･
旋
回

砲
な
ど
の
活
用
に
つ
い
て
は
経
験
が
積
ま
れ
た
が
､

マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
が
乏
し
か

っ
た
｡
こ
れ
が
秀
吉
の
侵
略
の
際
に
､
朝
鮮
の
陸

軍
が
日
本
の
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
に
簡
単
に
敗
北
し
､

こ
れ
と
は
野
照
的
に
海
軍
が
活
躍
し
た
理
由
で
あ

る
｡
ま
た
､
日
本
軍
に
よ
る
マ
ス
ケ
ッ
ー
銃
の
有

数
な
活
用
は
､
日
本
に
お
け
る
火
器
の
馨
達
を
示

す
明
白
な
謹
接
で
あ
る
｡

(
二
二
)
十
五
世
紀
後
半
の
癒
仁
の
乱
は
日
本
に

巨
大
な
歩
兵
の
部
隊
を
登
場
さ
せ
た
｡
歩
兵
の
主

要
な
武
器
は
槍
と
弓
で
あ

っ
た
｡
つ
ま
-
日
本
に

は
､
火
器
の
導
入
に
先
立

っ
て
､
す
で
に
訓
練
さ

れ
た
歩
兵
が
存
在
し
た
｡
そ
の
た
め
十
六
世
紀
半

ば
に
ひ
と
た
び
日
本
に
西
欧
の
火
器
が
導
入
さ
れ

る
と
､
こ
れ
ら
の
歩
兵
は
簡
単
に
弓
を
銃
に
持
ち

代
え
る
こ
と
が
出
来
た
｡
か
-
し
て
､
日
本
で
火

器
が
急
速
に
馨
達
し
た
の
で
あ
る
｡

(
二
三
)
戦
囲
時
代
の
日
本
で
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
の

使
用
が
急
速
に
馨
展
し
た
の
は
､
日
本
の
地
理
や

戦
争
の
ス
タ
イ
ル
が
西
欧
の
戦
争
と
よ
-
似
て
い

た
た
め
で
あ
る
｡
戦
争
は
､
日
本
で
も
西
欧
で
も

共
に
人
口
桐
密
地
帯
で
､
主
に
歩
兵
に
よ
っ
て
戦

わ
れ
た
｡

(
二
四
)
徳
川
時
代
の
日
本
に
は
､
島
原
の
乱
'

大
運
平
八
郎
の
乱
と
い
う
二
つ
の
反
乱
を
除
い
て

戦
争
は
な
か

っ
た
｡
徳
川
時
代
を
通
じ
て
火
器
は

所
有
さ
れ
製
造
さ
れ
積
け
た
が
､
戦
争
と
い
う
危

急
の
要
が
無
か

っ
た
の
で
､
日
本
に
お
け
る
火
器

の
馨
達
は
止
ま

っ
た
｡
徳
川
時
代
､
火
器
の
利
用

は
､
軍
事
的
な
利
用
か
ら
狩
-
に
お
け
る
利
用

へ

と
移

っ
た
｡

(
二
五
)
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
手
や
砲
手
を
敵
か
ら
守

る
手
段
と
し
て
､
西
欧
と
日
本
で
は
槍
手
が
､
東

欧
､
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
､
イ
ン
ド
､
北
中
国
で
は

車
輪
が
使
わ
れ
た
｡
車
輪
が
使
わ
れ
た
の
は
､
遊

牧
民
と
関
係
を
持

っ
た
地
域
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の

地
域
で
車
輪
が
使
わ
れ
た
の
は
､
ス
テ
ッ
プ
な
ど

で
､
兵
端
に
難
し
さ
が
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
｡

(
二
六
)
火
器
が
普
及
し
た
時
代
の
戦
争
に
は
'

主
に
三
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
あ

っ
た
｡
第

一
は
､
西

欧
や
日
本
の
よ
う
に
､
歩
兵
に
垂
鮎
を
置
き
､
火

器
と
槍
手
を
使
う
戦
争
で
あ
る
｡
第
二
は
､
東
欧
､

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
､
イ
ン
ド
､
北
中
園
の
よ
う
に
､

騎
兵
に
比
重
が
か
か
-
､
火
器
と
車
輪
が
使
わ
れ

た
戦
争
で
あ
る
｡
第
三
は
ス
テ
ッ
プ
や
砂
漠
の
軽

騎
兵
に
よ
る
戦
争
で
あ
る
｡
結
局
､
そ
の
中
で
'

西
欧
の
歩
兵
と
火
器
の
組
み
合
わ
せ
が
世
界
を
制
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し
た
の
で
あ
る
｡
な
お
､
日
本
で
も
歩
兵
と
火
器

の
組
み
合
わ
せ
が
馨
達
し
た
が
､
徳
川
幕
府
に
よ

る
統

一
以
降
､
ほ
と
ん
ど
戦
争
が
無
-
､
そ
の
た

め
火
器
の
馨
達
が
止
ま

っ
た
の
で
あ
る
｡

(
二
七
)

一
七

〇
〇
年
代
､

一
八

〇
〇
年
代
に
西

欧
で
火
器
の
技
術
的
改
良
が
進
む
と
､
火
器
は
扱

い
や
す
い
お
そ
る
べ
き
武
器
と
な
-
､
遊
牧
民
と

の
戦

い
に
も
使
用
さ
れ
て
遊
牧
民
を
墜
倒
し
た
｡

産
業
革
命
が
連
番
式
ラ
イ
フ
ル
､
機
関
銃
な
ど
の

新
兵
器
を
生
み
､
西
欧
の
優
勢
は
決
定
的
と
な
る
｡

た
だ
し
こ
れ
ら
の
問
題
は
本
書
の
直
接
の
封
象
で

は
な
い
｡

(
二
八
)
西
欧
の
優
越
は
､
西
欧
が
単
に
火
器
を

製
造
す
る
た
め
の
優
れ
た
技
術
を
馨
達
さ
せ
'
優

れ
た
火
器
を
所
有
し
た
結
果
で
は
な
い
｡
そ
の
優

越
は
西
欧
で
火
器
を
有
数
に
活
用
す
る
た
め
の
訓

練

･
組
織
が
馨
達
し
､
そ
の
上
､
火
器
を
賓
際
に

使
用
す
る
戦
争
の
経
験
が
長
年
に
わ
た

っ
て
蓄
積

さ
れ
て
い
た
と
い
う
､
西
欧
に
お
け
る
廉

い
意
味

で
の
戦
争
技
術
の
発
達
の
結
果
で
あ
る
｡

(
二
九
)
著
者
の
結
論
は
右
下
の
表
に
要
約
さ
れ

て
い
る
｡

八

問
題
鮎

問
題
鮎
を
少
し
だ
け
挙
げ
た
い
｡

例
え
ば
､

二
二
一
ペ
ー
ジ
に
､
ム
ガ
ル
朝
の
開
設

者

パ
ー
プ
ル
は
テ
ィ
ム
ー
ル
を
通
じ
て
テ
ン
ギ

脅 注 遊 火
威 目 牧
? に 民

値 か 器
す ら の

る の 普達
無 有
し り

鍼 :一 馨六 達ll 霊 室､ ll 有り 歩兵やらの注目に値す

葦 警隻剛の冒本) 霞 蓮

= 火 i 会 蘇し

⊥ 器 る
ハ の 脅

葦 蓬ll琵 琶 !, 蓬llド遅中 い 威7
冒 囲

ス

･
ハ
ー
ン
の
子
孫

で
あ
る
と
す
る
が
､
テ
ィ

ム
ー
ル
は
チ
ン
ギ
ス

･
ハ
ー
ン
の
子
孫
で
は
な
い
｡

ま
た
､

一
七

〇
ペ
ー
ジ
や

一
九
九
ペ
ー
ジ
あ
た
-

で
､
清
の
ジ

ュ
ン
ガ
ル
打
倒
に
際
し
て
の
活
の
火

器
の
役
割
を
あ
ま
-
許
債
し
て
い
な
い
が
､
佐
藤

長
氏
の
最
近
の
論
文

｢中
国
西
北
諸
民
族
の
性
格

に
つ
い
て

(下
)
｣
(
『鷹
陵
史
学
』
二
九
鍍
)
七

五
ペ
ー
ジ
に
も
､
清
と
ジ

ュ
ン
ガ
ル
の

｢火
力
の

大
小
が
勝
敗
を
決
し
た
｣
と
総
括
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
､
両
者
の
戦
い
に
お
け
る
火
器
の
役
割
に
つ

い
て
は
､
な
お
再
考
の
飴
地
が
あ
る
｡
さ
ら
に
､

こ
れ
に
関
連
す
る
が
､
本
書
で
少
し
し
か
解
れ
ら

れ
て
い
な
い
ジ

ュ
ン
ガ
ル
な
ど
遊
牧
民
に
よ
る
火

器
採
用
の
薯
態
と
利
用
に
つ
い
て
も
さ
ら
な
る
検

討
が
望
ま
し
い
｡
ま
た
､
遊
牧
民
と
の
戦
争
で
使

わ
れ
た
車
輪
に
つ
い
て
い
え
ば
､
五

･
六
世
紀
の

高
車
や
十
三
世
紀
の
モ
ン
ゴ
ル
の
､
幌
車
を
用

い

た
キ
ユ
リ
イ

ェ
ン

(屯
営
)
な
ど
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
､
遊
牧
民
も
車
輪
を
使
用
し
た
｡
こ
の
車

輪
が
遊
牧
民
に
よ

っ
て
戦
争
に
ど
の
よ
う
に
活
用

さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
検
討
が
望
ま
し
い
｡

一
四

三
ペ
ー
ジ
や
二
四
二
ペ
ー
ジ
に
見
え
る
'
中
図
譜

｢悌
郎
機
｣
の
語
源
に
つ
い
て
の
新
説

(大
砲
の

一
種
で
あ
る
旋
回
砲
と
ポ
ル
ー
ガ
ル
と
い
う
団
を

示
す
､
別
々
の
語
源
を
持

つ
二
つ
の
言
葉
が
､
中

園
で

一
つ
に
混
同
さ
れ
､

一
つ
の
語
と
な

っ
た
と

い
う
説
)
も
､
興
味
深
い
が
､
な
お
検
討
が
必
要

で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
細
か
い
鮎
を
挙
げ
る
と
､

一

六
三

ペ
ー
ジ
､
明

の
将
軍
戚
継
光

の

『練
兵
賓

紀
』
の
記
述
を
根
按
に
車
輪
旗
国
の
構
成
を
説
明

し
た
箇
所
で
'
二
名
の

｢
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
手
｣
と

し
て
い
る
の
は
､
原
文
に
は

｢
二
名
､
-
-
火
箭

を
管
す
｣
と
あ
る
か
ら
､
｢火
箭
手
｣
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
｡

マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
手
は

『練
兵
賓
紀
』
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の
同
じ
ペ
ー
ジ
に

｢鳥
銃
手
｣
と
し
て
見
え
る
｡

た
だ
し
'
贋
範
な
地
域
に
お
け
る
火
器
に
関
す
る

情
報
を
'
膨
大
な
文
献
を
駆
使
し
て
検
討
し
た
本

書
に
こ
の
よ
う
な
些
細
な
過
誤
や
な
お
望
ま
し
い

鮎
が
見
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
昔
然
で
､
こ
れ
ら
は

本
書
の
高
い
慣
値
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で

は
な
い
｡

九

評
債

異
に
世
界
史
の
名
に
値
す
る
著
書
と

し
て
高
-
評
慣
し
た
い
｡
ま
た
､
本
書
が
､
各
地

域
を
専
攻
す
る
専
門
家
に
も
､
戦
争
や
火
器
の
問

題
を
考
え
る
上
で
大
い
に
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う

こ
と
は
疑
う
徐
地
が
な
い
｡
有
益
な
､
興
味
深
い

書
で
あ
る
だ
け
に
､
邦
課
さ
れ
て
日
本
の
多
-
の

讃
者
に
謹
ま
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
｡
文
章
は
明

快
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
言
葉
に
封
す
る
鋭
敏
な
感

覚
を
持

つ
著
者
が
本
書
の
中
で
時
に
使
用
し
た
周

到
な
言
い
回
し
を
的
確
に
邦
詳
す
る
に
は
､
か
な

り
の
英
語
力
が
必
要
か
と
も
思
わ
れ
る
｡

な
お
､
著
者
は
本
書
の
冒
頭
に
､
ル
ネ
サ
ン
ス

期
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
ア
リ
オ
ス
ト
の
傑
作

『狂
え

る
オ
ル
ラ
ン
ド
』
(
一
五

一
六
年
)
か
ら

｢
お
お
､

邪
に
し
て
､
う
と
ま
し
き
馨
明
よ
､
い
か
に
し
て

汝
は
人
の
心
に
宿
-
し
ぞ
｣
(脇
功
講
を

一
部
奨

更
)
と
い
う

一
節
を
掲
げ
て
い
る
｡
｢邪
に
し
て
､

う
と
ま
し
き
馨
明
｣
が
火
器
を
指
す
こ
と
は
云
う

ま
で
も
な
い
｡
著
者
が
あ
る
思
い
を
込
め
て
､
火

器
を
扱

っ
た
本
書
の
冒
頭
に
こ
の

一
節
を
引
用
し

た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡
才
能
に
富
む
著
者
の
第

二
作
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
｡

Cam
b
rid
g
e
,

Cambrid
g
e
U
n
iv
ersity
P
r
e
s
s
,
2
0
0
3
.

x
v
ii+
2
9
0
p

p

.

丁
文
江

･
趨
豊
田
編
､
島
田
度
次
編
詳

『梁
啓
超
年
譜
長
編
』

岡

本

隆

司

年
譜
と
い
う
停
記
形
式
は
､
史
書
の
編
年
鰹
に

野
磨
す
る
､
す
ぐ
れ
て
中
国
的
な
も
の
で
あ
る
｡

個
人
の
文
章
を
あ
つ
め
た
別
集
に
は
'
編
者
が
自

他
の
参
考
用
に
添
附
収
録
す
る
例
が
少
な
-
な
い

し
､
譜
主
み
ず
か
ら
編
む
自
訂
年
譜
も
あ
る
｡
も

ち
ろ
ん
後
代
あ
る
い
は
現
代
に
､
新
た
に
編
集
す

る
こ
と
も
多

い
｡
い
ず
れ
の
場
合
に
し
て
も
､
多

か
れ
少
な
か
れ
歴
史
上
の
人
物
の
事
績
が
､
詳
細

に
わ
か
る
履
歴
書
と
し
て
､
便
利
な
工
具
書
､
史

料
と
な
-
う
る
｡
年
譜
長
編
と
は
､
ご
-
簡
単
に

い
え
ば
､
そ
う
し
た
年
譜
の
記
述
が
も
と
づ
-
餐

料
を
年
次
順
に
並
べ
た
も
の
で
あ
る
｡
史
料
の
原

貌
が
そ
の
ま
ま
残
る
た
め
､
年
譜
そ
の
も
の
よ
-

も
債
値
が
高
い
と
し
て
､
歴
史
家
に
は
尊
重
さ
れ

る
｡そ

の
資
料
も
譜
主
の
経
歴
に
よ

っ
て
千
差
商
別

だ
が
､
公
人
な
ら
普
通
は
､
公
的
に
残
し
た
文
章

を
使
う
｡
梁
啓
超
と
い
う
人
物
は
周
知
の
よ
う
に
､

中
囲
侍
統
学
術
の
十
分
な
素
養
の
う
え
に
､
西
洋

の
新
し
い
学
問
の
揺
取
に
つ
と
め
た
学
者
､
思
想

家
で
あ
-
､
か
つ
二
十
代
か
ら
政
治
活
動
家
､
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
､
閣
僚
､
教
育
家
な
ど
'
い
ま
の

職
業
的
範
時
で
は
到
底
-
-
-
き
れ
な
い
虞
汎
な

活
動
を
し
て
､
あ
る
意
味
で
､
中
国
の
近
代
を
つ

く

っ
た
､
と
さ
え
い
え
る
巨
人
で
あ
る
｡
昔
然
か

れ
が
馨
表
し
た
文
章
も
多
方
面
に
わ
た

っ
て
､
膨

大
な
量
に
の
ぼ
る
｡
と
こ
ろ
が

『梁
啓
超
年
譜
長

編
』
は
'
通
例
の
年
譜
編
纂
と
は
異
な
-
､
そ
う

し
た
文
章
を
必
ず
し
も
中
核
の
資
料
と
は
し
な
い
｡

梁
啓
超
が
家
族
､
師
友
と
や
-
と
-
し
た
大
量
の

私
信
を
主
た
る
材
料
に
つ
-

つ
た
も
の
な
の
で
あ

る
｡梁

啓
超
が
歴
史
上
は
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
､

そ
し
て
そ
の
私
信
が
久
し
-
閲
覧
で
き
な
か

っ
た

情
況
を
考
え
れ
ば
'
『梁
啓
超
年
譜
長
編
』
が
二

次
史
料
､
工
具
書
に
す
ぎ
な
い
類
書
と
は
比
較
を
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