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に
な
っ
て
、
匂
奴
が
、
連
合
髄
の
名
前
と
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で

は
な
い
か
、
と
推
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
c

第
六
の
「
旬
奴
史
雑
考
」
は
旬
奴
人
の
経
済
生
活
、
建
造
物
、
旬
奴
時
代
の

交
通
、
人
口
、
法
律
、
慣
習
等
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
就
中

蹴
耽
に
闘
す
る
考
究
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
c

以
上
が
木
替
の
極
め
て
大
ま
か
な
内
容
で
あ
る
が
、
よ
く
著
者
の
混
健
確
賓

な
皐
風
や
一
反
映
し
て
後
阜
の
た
め
、
ど
れ
程
蒙
を
啓
い
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る

か
わ
か
ら
な
い
c
第
一
の
「
南
旬
奴
に
闘
す
る
研
究
」
は
多
少
問
題
の
ア
ク
セ

ン
ト
が
片
詩
り
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
著
者
が
断
っ
て
居

ら
れ
る
の
で
詔
わ
デ
も
が
な
の
希
望
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
中
園
古
代
史
形
成
の

上
で
と
の
椋
な
役
割
を
果
し
て
い
た
の
か
が
一
一
唐
明
か
に
さ
れ
た
ら
と
思
わ
な

い
で
も
な
い
。
遊
牧
民
族
と
農
耕
民
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
遊
牧
民
族
の

農
耕
枇
曾
侵
入
に
つ
い
て
は
読
か
れ
る
、
泊
り
で
あ
る
が
、
旬
奴
に
闘
す
る
限
り

和
卒
を
求
め
た
の
は
食
糧
難
の
時
に
限
る
と
申
さ
れ
た
こ
と
に
首
肯
で
き
な
い
。

こ
れ
も
大
き
な
原
因
で
は
あ
る
が
、
中
園
側
か
ら
の
賜
輿
と
い
う
黙
に
闘
し
て

一
入
賞
り
に
す
れ
ば
年
絹
織
物
僅
か
三
四
糎
弱
と
一
式
わ
れ
る
、
と
す
れ
ば
そ
の

殆
と
が
支
配
者
の
手
に
渡
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
貢
は
酋
に
蹄
し
山
一
泊
は
衆
に
問
問

す
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
中
国
側
に
和
卒
を
求
め
る
の
は
強
ち
旬
奴
の
食
糧

難
の
時
だ
け
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
・
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
雨
者
聞
の
力
闘
係
、

或
は
遊
牧
民
族
内
の
権
力
構
成
、
秩
序
の
面
に
和
卒
、
侵
冠
の
原
因
は
求
め
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
c
－
な
お
人
種
世
型
の
問
題
に
つ
い
て
も
多
く
の

問
題
が
残
っ
て
い
て
、
今
後
ア
ジ
ア
の
地
に
L
X

い
て
多
く
の
旬
奴
人
骨
の
援
見

を
倹
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
度
義
狭
義
の
旬
奴
の
使
い
分
け
、
支
配
被
支
配
種

族
聞
の
人
極
的
批
舎
構
成
的
関
係
等
々
多
く
の
問
題
が
残
守
れ
て
い
る
し
、
旬

奴
の
名
栴
に
つ
い
て
も
何
奴
皮
に
闘
す
る
記
載
が
ト
ー
テ
ム
と
し
て
重
要
な
物

で
あ
る
限
り
他
に
何
ら
か
の
記
載
が
残
っ
て
い
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か

と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
L

に
も
申
さ
れ
る
、
遁
り
な
h
J

問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。

な
な
い
ろ
／
＼
L
S
伺
い
し
た
い
問
題
も
あ
る
が
、
か
つ
て
先
生
の
講
建
に
侍
し

て
次
々
と
展
闘
さ
れ
る
明
確
な
考
読
と
理
論
に
つ
く
ん
＼
接
聞
の
深
さ
の
測
り

知
れ
な
い
こ
と
を
嘆
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
今
こ
も
ゐ
に
浅
阜
の
蕪
雑
の
言
葉

を
列
べ
て
却
っ
て
先
生
の
震
意
を
－
誤
り
惇
え
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
が

御
寛
恕
を
乞
い
つ
L

紹
介
を
終
り
た
い
と
思
う
。
木
書
所
牧
の
諸
論
文
は
昭
和

八
年
以
来
の
既
出
の
論
文
を
大
部
分
基
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
極
め
て
注
意

深
く
手
を
加
え
ら
れ
て
あ
る
c

そ
の
一
々
は
申
し
述
べ
な
か
っ
た
c
旬
奴
史
研

究
今
後
の
課
題
は
な
沿
多
い
c
旬
奴
史
の
み
で
な
く
ア
ジ
ア
遊
牧
民
族
史
の
持

つ
歴
史
的
意
義
は
ま
た
飴
り
に
も
大
き
い
。
今
後
の
御
数
道
一
正
御
研
簡
を
祈
っ

て

や

ま

な

い

次

第

で

あ

る

。

〈

林

章

）

悌

教

野

俊

静

著

昭
和
二
十
八
年
九
月
五
日
卒
融
市
寺
書
店
護
行

A
5
版

一

一

二

三

頁

定

債

五

八

O
園

木
蓄
は
大
谷
大
接
教
授
野
上
俊
静
氏
が
、
二
十
数
年
来
専
攻
の
遜
金
の
併
教

に
闘
し
て
「
大
谷
皐
報
」
「
東
洋
史
研
究
」
等
の
専
門
間
学
術
雑
誌
に
護
表
さ
れ

た
も
の
十
六
熊
を
牧
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
書
物
を
見
て
ま
歩
感
じ
た
こ
と
は
、
羽
田
亨
博
士
の
序
に
「
蓬
金
時
代

に
仰
教
の
流
行
し
た
こ
と
は
、
今
も
満
蒙
華
北
の
諸
方
に
、
嘗
時
の
堂
塔
伽
監

が
遺
存
し
た
り
、
丹
蔵
・
金
厳
と
稽
す
る
一
切
経
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

な
と
に
依
っ
て
も
想
見
し
得
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
抱
ら
歩
、
そ
の
賃
相
を
今
日

に
俸
え
る
記
録
の
類
は
甚
だ
乏
し
く
、
僅
か
に
諸
養
中
に
散
見
す
る
断
片
的
の

記
事
を
拾
い
集
め
て
、
そ
の
有
様
を
推
知
す
る
外
な
く
、
例
え
ば
僅
か
の
鍵
を

遼

金

の

上
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利
用
し
て
難
題
の
謎
を
解
く
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
探
究
に
従
事
す
る
人
々
の

苦
心
は
、
想
像
に
絵
り
が
あ
る
」
と
あ
る
如
く
、
根
本
え
な
る
ま
と
ま
っ
た
史

料
な
く
、
史
料
の
集
牧
や
そ
の
取
り
扱
い
に
多
大
の
苦
心
を
挽
ら
の
れ
、
非
常

に
困
難
な
仕
事
を
と
ι

う
ま
で
な
し
と
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

遼
の
部
八
篇
・
金
の
部
八
篇
よ
り
な
る
。

遜
代
篇

「
遜
朝
と
襲
」
（
時
韮
れ
ι
心
掛
串
）
は
壁
紙
側
の
史
料
と
「
遼
史
」
・

「
契
丹
闘
志
」
そ
の
他
一
般
隆
史
側
の
材
料
を
渉
開
聞
し
て
遼
朝
二
一
白
絵
年
に
於
け

る
主
と
し
て
朝
廷
と
併
教
と
の
闘
係
を
考
察
さ
れ
た
も
の
。

「
遜
代
に
於
け
る
控
訴
究
」
（
蜘
削
似
洋
一
足
－
d
r
J一
仲
間
何
一
昨
一
一
）
は
文

献
の
記
載
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
遼
代
に
成
っ
た
傍
教
的
著
作
を
列
奉
し
て
、

そ
の
異
同
及
び
現
存
す
る
か
否
か
を
考
へ
、
現
存
す
る
も
の
に
は
、
そ
の
内
容

及
び
著
者
の
略
俸
を
紹
介
さ
れ
、
結
語
と
し
て
遼
代
に
於
け
る
併
教
研
究
は
、

一
般
の
想
像
以
上
に
股
盛
な
も
の
で
、
そ
の
中
心
は
華
巌
教
閥
単
に
あ
り
、
密
教

の
再
興
さ
れ
た
ζ

と
は
特
筆
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
再
開
土
思
想
・
律
の
研

究
も
亦
盛
ん
で
、
か
L

る
傾
向
は
華
巌
の
園
融
無
碍
の
思
想
に
よ
る
抱
擁
的
性

格
の
現
れ
で
道
教
・
儒
教
ま
で
も
抱
嬬
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
辿
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
塞
外
の
異
民
族
園
家
で
あ
る
遼
に
華
巌
系
の
密
教
が
再
興
し
た
こ
と
は
、

五
代
宋
初
の
南
唐
に
華
巌
の
教
義
を
蹄
に
賓
践
す
る
法
眼
宗
の
以
拭
え
た
の
と
劃

象
さ
れ
て
興
味
深
い
。

「
『
官
事
鑑
』
雑
考
」
｜
契
丹
塁
研
究
の
面
－

l
（

諾

長

七

川

一
一
一
）
は
『
聾
龍
子
鑑
』
の
出
来
る
に
至
っ
た
背
景
の
一
端
、
及
び
同
書
の
来

隠
・
版
本
の
概
略
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
。

「
遼
代
社
命
聞
に
於
け
る
仰
教
」
（
剛
均
一
一
一
笥
ι一
一
川
崎
…
）
は
遼
代
に
於
い
て
僧

侶
の
枇
曾
的
地
位
の
高
か
っ
た
こ
と
、
寺
院
建
立
の
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
、
契

丹
開
闘
停
読
に
観
音
信
何
の
結
び
つ
い
て
な
る
こ
と
、
そ
の
他
、
仰
誕
日
の
行

事
・
仰
装
・
火
葬
な
ど
の
事
賓
を
明
か
に
し
て
、
契
丹
園
家
に
浸
潤
し
た
仰
教

の
様
相
を
一
示
さ
れ
た
も
の
。

「
遜
代
燕
京
の
仰
教
へ
昭
和
十
三
年
十
二
日
什
「
支
）
は
寺
院
・
悌
塔
の
創
建
・

」f
那
備
品
以
史
開
宇
」
ニ
毛
四
宮
」

古
寺
の
重
修
復
興
、
及
び
僧
侶
の
活
躍
の
上
か
ら
遼
代
燕
京
仰
教
界
の
大
勢
を

考
察
し
、
そ
の
段
盛
な
様
相
を
指
摘
さ
れ
た
も
の
c

「
遼
代
の
邑
曾
に
就
い
て
」
（
判
例
一

4
百
訂
ト
臥
）
は
事
ら
金
石
文
を
縦

横
に
駆
使
さ
れ
て
、
遜
の
時
代
多
数
の
邑
曾
が
結
成
さ
れ
て
い
て
、
仰
教
信
仰

の
普
及
に
大
な
る
役
割
を
演
じ
た
こ
と
、
邑
曾
は
大
略
遼
園
内
の
華
北
の
地
．

即
ち
燕
雲
十
六
州
地
方
の
み
に
存
し
た
こ
と
、
邑
曾
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て

千
人
邑
に
つ
い
て
述
べ
て
命
ら
れ
る
G

「
契
丹
人
の
例
数
」
は
概
設
的
に
、
た
と
え
遼
仰
教
が
木
質
的
に
は
漠
人
仰
教

の
域
を
院
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
例
教
信
仰
が
本
園
人
た
る
契
丹

人
の
聞
に
も
康
く
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ

τbら
れ
る
。

「
遜
代
仰
教
に
闘
す
る
研
究
の
議
展
」
（
例
制

E
4析一
一
一
例
十
一
服
那
）
は
著
者

が
昭
和
十
二
年
十
二
月
ま
で
の
こ
の
方
面
の
研
究
に
専
心
さ
れ
た
成
果
が
よ
く

わ
か
る
。

金
代
篇

「
金
雲
土
壁
紙
」
（
蜘
一
間
一
一
千
佐
川
一
一
村
議
一
一
位
取
税
一
）
で
は
金
帝
室
と

併
教
の
関
係
を
の
べ
、
金
朝
廷
の
併
教
に
劃
し
た
態
度
に
は
、
ほ
ほ
二
様
の
も

の
が
あ
り
、
篤
政
者
と
し
て
の
金
帝
室
は
仰
教
を
客
昨
倒
的
に
な
が
め
、
之
を
行

政
的
に
取
扱
い
、
教
国
の
秩
序
を
確
立
し
、
教
圏
を
粛
正
母
化
せ
ん
と
し
て
い

る
が
、
金
園
の
指
導
理
念
が
女
員
中
心
主
義
と
中
国
的
主
清
一
仁
義
の
教
で
あ
る

以
上
、
併
教
の
援
達
・
仰
教
信
仰
の
弘
通
を
積
極
的
に
願
う
も
の
で
な
か
っ
た
G

し
か
し
個
人
と
し
て
の
金
朝
諸
帝
は
仰
教
を
曾
崇
し
、
仰
数
に
保
護
を
輿
え
た
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と
純
明
請
さ
れ
て
い
る
。

「
金
杢
坪
山
致
」
（
駒
山
刊
一
行
詳
一
日
ト
駄
…
率
）
は
卒
採
山
の
停
、
李
一
坪
山
の
撰

文
著
書
、
そ
の
代
表
的
の
も
の
で
あ
る
「
諸
儒
鳴
道
集
読
」
の
藷
版
本
及
び
そ

れ
に
よ
っ
て
窺
知
し
得
る
扉
山
の
思
想
を
孜
究
さ
れ
、
そ
の
思
想
は
華
最
の
園

融
無
碍
の
数
示
に
よ
る
儒
・
遁
・
仰
の
三
敬
一
致
の
設
で
あ
－
り
、
か
L

る一一一教

調
和
の
理
論
に
よ
り
宋
儒
の
攻
撃
論
に
劉
し
痛
烈
に
反
故
を
加
え
た
こ
と
を
論

述
さ
れ
て
い
る
。

「
金
の
財
政
策
と
宗
教
教
圏
」
（
叫
附
可
畔
机
州
一
院
側
）
に
は
、
金
は
北
宋

及
び
遼
よ
り
纏
承
し
た
膨
脹
せ
る
宗
教
・
4

圏
を
、
財
政
上
大
い
に
利
則
し
、
一

時
的
財
政
難
を
免
れ
得
た
こ
と
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
既
に
低
級
化
し
墜

落
し
つ
L

あ
っ
た
宗
教
々
圏
は
、
園
家
の
財
政
上
に
利
用
さ
れ
る
と
と
に
よ
り

盆
々
堕
落
し
、
尤
も
大
定
五
年
以
後
に
於
け
る
世
宗
の
如
き
、
そ
の
非
を
悟
っ

て
断
乎
か
L

る
悪
政
を
や
め
、
進
ん
で
宗
教
界
粛
正
工
作
に
乗
出
し
た
賢
君
も

あ
っ
た
が
、
所
期
の
目
的
を
果
し
得
な
か
っ
た
。
章
宗
時
代
後
卒
以
後
に
至
っ

て
は
、
図
威
の
失
墜
と
と
も
に
、
園
家
の
財
政
上
に
於
け
る
宗
教
々
圏
利
用
は

益
三
者
し
く
な
り
、
よ
り
一
層
華
北
漢
人
の
宗
教
々
圏
は
腐
敗
し
、
宗
教
信
仰

は
卑
俗
化
し
て
邪
信
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
論
述
さ
れ
て
い
る
c

「
一
一
積
戸
」
孜
（
判
例
］
i
ι
u
t
u町
一
一
一
則
和
献
谷
）
に
は
、
二
続
戸
と
は
遼
代
民
戸

の
一
種
で
あ
っ
て
、
そ
の
有
す
る
こ
元
的
納
税
の
義
務
か
ら
「
二
務
戸
」
な
る

名
稀
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
且
遜
園
滅
亡
に
際
し
て
、
契
丹
の
宗
室
貴
族
関
係

の
二
続
戸
は
解
消
せ
ら
れ
て
、
濁
り
寺
院
所
属
の
二
税
戸
の
み
が
つ
ぎ
の
金
代

に
縫
承
せ
ら
れ

τ残
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
金
代
ま
で
残
存
し
た

寺
院
所
属
の
一
二
枕
戸
は
主
と
し
て
寺
院
僧
徒
の
匡
迫
に
よ
っ
て
、
既
に
二
琉
戸

本
来
の
性
質
を
消
失
し
て
、
多
く
そ
の
奴
隷
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

り
、
蛍
時
一
部
寺
院
の
豊
か
左
経
済
力
は
、
か
L

る
二
続
戸
の
所
有
に
よ
る
ζ

と
は
云
う
ま
で
も
－
な
い
。
し
か
も
か
く
の
如
き
二
税
戸
を
所
有
し
て
い
た
寺
院

は
、
殆
ん
と
例
外
な
く
遜
代
以
来
の
も
の
で
、
契
丹
人
の
居
住
す
る
地
域
に
あ

っ
た
か
ら
、
そ
の
存
在
は
祉
曾
経
済
的
問
題
の
外
に
、
民
族
的
政
治
的
問
題
に

も
か
ら
ん
で
来
た
も
の
の
如
く
、
遂
に
金
の
世
宗
・
章
宗
に
よ
る
二
回
の
二
税

戸
解
放
が
断
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
章
宗
の
解
放
に
よ
り
、
二
税
戸

は
全
く
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
結
論
さ
れ
て
い
る
c

『
全
虞
数
』
援
生
の
一
考
察
へ
昭
和
十
五
年
五
月
「
支
捌
仰
）
は
全
員
数
が
異

」
「
数
史
皐
」
四
巻
一
一
競
所
牧
」

民
族
園
家
金
王
朝
の
統
治
下
に
悩
む
漢
入
社
曾
の
必
然
的
要
求
に
よ
っ
て
生
れ

護
展
し
た
も
の
と
さ
れ
、
異
民
族
の
園
家
に
仕
え
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
歩
、
自

ら
野
に
あ
っ
て
時
の
政
治
・
支
配
者
に
針
す
る
不
満
を
別
途
に
は
ら
さ
ん
と
す

る
行
き
か
た
と
さ
れ
て
い
る
。
著
者
も
附
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
吉
岡
義
豊

氏
の
近
著
『
道
教
の
研
究
』
に
全
虞
数
成
立
に
闘
す
る
詳
細
な
論
考
が
あ
る
。

「
宋
人
の
見
た
金
初
の
例
数
」
（
朝
刊
当
社
t
rト
州
側
史
）
は
「
松
漠
紀
聞
」
中

の
仰
教
に
闘
す
る
一
文
を
と
り
出
し
て
考
察
を
加
え
て
か
ら
れ
る
c

ヘ
昭
和
十
四
年
七
月
、
支
那
J

「
金
代
の
併
教
に
闘
す
る
研
究
に
つ
い
て
」
（
悌
数
史
皐
三
巻
二
競
所
牧
～

「
胡
族
園
家
と
壁
紙
」
（
同
一
射
針
臥
一
世
ハ
刷
、

ι一
段
）
虞
く
胡
族
園
家
と
併
教

と
を
と
り
あ
げ
て
、
概
設
的
に
胡
族
園
家
に
於
い
て
は
、
傍
教
は
極
め
て
縫
厚

な
園
家
的
色
彩
を
有
し
、
園
家
或
は
皇
帝
に
、
直
接
的
に
役
立
つ
意
味
に
於
い

て
、
そ
の
存
在
が
許
さ
れ
、
且
信
仰
が
強
要
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
c

蓬
・
金
時
代
の
仰
教
に
つ
い
て
質
正
面
か
ら
取
組
ま
れ
た
の
は
、
今
ま
で
著

者
を
お
い
て
他
に
な
く
、
最
初
に
誼
べ
た
如
く
史
料
の
集
牧
等
困
難
の
中
を
、

遼
・
金
時
代
が
ま
と
ま
ヲ
て
本
書
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
こ
と
は
製
界
の
慶
事
で
あ

る
と
と
も
に
著
者
の
功
を
讃
え
た
い
。
一
言
欲
を
つ
け
加
え
る
と
、
遼
・
宋
の

境
に
佑
立
す
る
五
台
山
は
唐
・
栄
を
遁
じ
て
傍
数
徒
の
第
一
の
霊
場
で
あ
る
が
、

こ
れ
と
蓬
と
の
聞
係
は
ど
う
か
、

ζ

L
ら
に
華
巌
系
密
教
と
の
関
聯
は
・
な
い
だ
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ろ
う
か
、
叉
金
代
に
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
何
に
か
資
料

が

な

い

だ

ろ

う

か

。

（

塚

本

俊

孝

）

。
。
。
話
。
〈

O
B包
ω
W
T
4
v
o
冨
O回開
o
z
g－a

河
口
凹

mぽ切

H
C
U
M
F
J円
m
w
Z
C
E
4
0
3
R
M
『可円。
ωω
・

第
二
次
大
験
中
、
私
達
は
交
戦
商
を
除
い
て
は
外
園
と
の
誼
接
交
渉
を
断
ち

切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
心
な
ら
や
J

も
海
外
で
護
表
さ
れ
た
諸
研
究
を
参
看

す
る
機
曾
を
得
な
か
っ
た
。
然
し
終
験
後
十
年
の
今
日
で
は
略
E
験
前
の
様
に

之
等
の
諸
研
究
を
目
隠
す
る
事
が
出
来
る
様
に
な
ヲ
た
の
は
何
と
し
て
も
喜
ば

し
い
限
り
で
あ
る
。
験
前
か
ら
蒙
古
史
に
つ
い
て
多
少
闘
心
を
持
っ
て
い
た
私

は
、
最
近
は
か
ら
ナ
も
ζ

の
方
面
の
擢
威
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
エ

1
ル
大
皐

教
授
ジ
ョ
ー
ジ
（
ゲ
オ
ル
ギ
イ
）
グ
品
ル
ナ
ド
ス
キ
イ
の
三
部
作
ロ
シ
ア
史
の
中
、

叶
目
指
冨
O
口
問
。
】
曲
同
ロ
仏
河
口
E
F
J『
即
日
開

C
E
4
R曲
目
守
司
5
8・
忌
日
ωσ
可

。mD吋
問
叩
〈
m
Hロ
包
曲
目
門
司
を
入
手
し
た
の
で
葱
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
明
か
批

評
を
加
え
た
い
と
思
う
。

グ
ェ
氏
に
は
別
に
一
九
二
九
年
に
刊
行
さ
れ
、
一
九
五
一
年
ま
で
に
十
七
版

を
重
ね
三
度
増
訂
さ
れ
た
矢
張
り
同
大
墜
出
版
の
〉
呂
田
H
o
q
o同河口曲曲目曲

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
最
近
二
加
本
と
し
て
邦
謹
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
ず
ェ
氏
の
三
部
作
ロ

γ
ア
史
の
方
は
名
稽
は
同
じ
で
あ
る
が
、
前
者
よ

り
品
開
程
詳
密
で
、

hv
同町田仲
0
3『

O
片岡口白血印刷
H

F

K

戸口口町叩
H
H
同河口田由
2
・
ロ
・
関
門
町
4
同ロ河口由曲目
p
．

自
・
叶

Z
冨
o口
問
。
－
曲
目
ロ
仏
河
口
回
田
町
田

と
な
っ

τい
る
。
第
一
部
古
代
ロ
シ
ア
で
は
ロ
シ
ア
史
の
原
始
時
代
か
ら
九
世

紀
の
北
欧
人
の
侵
入
京
で
が
扱
わ
れ
る
が
、
著
者
は
こ
の
古
代
の
背
景
を
考
古

車
者
或
は
古
代
史
家
と
し
て
で
な
く
、
ロ
シ
ア
史
家
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
聞

ち
ロ
シ
ア
史
の
有
機
的
一
部
分
と
し
て
で
あ
る
。
弐
の
第
二
部
キ
エ
フ
・
ロ
シ

ア
で
は
北
歌
人
の
渡
来
か
ら
蒙
古
人
の
侵
入
迄
の
時
代
が
扱
わ
れ
る
。
此
時
代

は
古
代
キ
エ
フ
以
前
ロ
シ
ア
よ
り
も
可
成
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
重

要
な
読
擦
で
あ
る
嘗
時
書
か
れ
た
文
書
が
あ
る
が
、
と
れ
は
同
時
代
の
西
欧
の

研
究
に
役
立
つ
文
書
に
較
べ
れ
ば
僅
か
で
あ
る
。

第
一
部
古
代
ロ
シ
ア
、
第
二
部
キ
エ
フ
・
ロ
シ
ア
は
子
許
に
な
い
の
で
直
ち

に
第
三
部
蒙
古
人
と
ロ
シ
ア
に
移
ろ
う
。

第
三
部
の
内
容
は
五
章
に
分
れ
、
第
一
章
蒙
古
人
の
征
服
、
第
二
章
蒙
古
帝

圏
、
第
三
章
金
帳
汗
圏
、
第
四
章
金
帳
汗
園
の
崩
壊
と
ロ
シ
ア
の
復
活
、
第
五

章
ロ
シ
ア
に
針
す
る
蒙
古
人
の
影
響
で
あ
る
。
そ
し
て
附
録
と
し
て
略
競
表
、

史
料
表
、
書
籍
解
題
、
家
系
表
ハ
チ
シ
ギ
ス
汗
家
、
ペ
ル
シ
ア
の
イ
ル
汗
家
な

ど
）
が
加
え
ら
れ
、
更
に
事
項
、
人
名
索
引
、
引
用
著
者
索
引
と
五
葉
の
地
圃

が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

本
書
述
作
の
趣
旨
は
序
文
に
著
者
が
云
っ
て
い
る
様
に
、
蒙
古
時
代
の
ロ
シ

ア
史
で
は
な
く
同
時
代
の
ロ
シ
ア
と
蒙
古
人
と
の
相
闘
関
係
を
明
か
に
す
る
の

で
あ
っ
て
、
叉
そ
の
馳
か
ら
蒙
古
人
治
下
の
ロ
シ
ア
の
祉
曾
、
経
済
、
文
化
生

活
な
と
の
商
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

私
は
ロ
シ
ア
史
の
幕
門
家
で
は
な
い
の
で
、
と
ζ

で
は
チ
シ
ギ
ス
汗
時
代
を

中
心
と
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
グ
ェ
氏
の
見
解
に
二
、
三
の
論
評
を
加
え
度

い
と
思
う
。

先
ナ
第
一
章
第
一
節
の
蒙
古
人
伸
展
の
世
界
的
様
相
の
中
で
、
グ
ェ
氏
は
十

三
世
紀
初
頭
に
蒙
古
人
の
中
に
突
知
と
し
て
攻
勢
的
エ
ネ
ル
ギ
イ
が
爆
裂
し
た

の
は
、
依
然
と
し
て
心
理
的
謎
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、

ζ

れ
は
唐
代
に
漢

人
文
化
が
頂
鮪
に
達
し
欄
熟
知
慶
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
漢
人
に
抑
え
ら
れ
て
い

た
中
園
周
漣
の
弱
小
民
族
が
そ
の
勢
力
を
撞
頭
し
て
、
先
歩
綜
輯
は
溺
海
を
興
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