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説
明
さ
る
ゝ
に
営
っ
て
も
、
常
に
獣
洲
の
そ
れ
に
比
較
せ
ら
れ
、
又
廣
く

世
界
の
戦
史
に
噛
っ
て
説
明
を
施
こ
さ
れ
る
。
而
も
そ
れ
は
一
々
根
本
的

史
料
に
擦
ら
れ
て
居
り
、
そ
の
研
究
は
徹
底
的
で
あ
り
、
判
断
は
明
快
に

し
て
鑑
則
の
如
く
、
我
々
の
読
野
は
一
１
　
の
廣
み
を
加
へ
ら
れ
る
。
我
々

の
大
い
に
學
ぶ
べ
き
鮎
で
あ
る
。

　

凡
そ
支
那
の
文
献
は
最
恥
機
富
に
し
て
而
も
そ
の
記
述
り
方
法
は
多
く

非
科
學
的
で
あ
る
。
さ
れ
ば
複
雑
多
岐
な
る
支
那
の
文
献
を
整
理
し
、
之

を
系
統
立
て
ん
が
た
め
に
は
一
の
標
準
を
立
っ
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
文
献

に
拘
束
さ
れ
て
支
離
滅
裂
と
な
る
危
瞼
性
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
標

準
と
し
て
地
理
を
川
ふ
る
こ
と
が
、
一
つ
の
有
効
な
る
方
法
で
あ
る
こ
と

は
博
士
の
こ
の
書
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
１
　
て
繍
鮮
歴
史
地
理
研

究
報
告
が
斯
界
の
最
高
腹
威
と
し
て
世
に
洽
ら
れ
た
こ
ろ
、
こ
の
地
理
的

方
面
の
研
究
に
主
力
が
注
が
れ
た
様
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
そ
の
反
動
と

し
て
地
理
的
方
面
の
こ
と
が
不
営
に
軽
覗
さ
れ
て
ゐ
る
傾
向
が
な
い
で
も

な
い
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
地
理
の
研
究
屯
単
な
る
地
お
の
考
誕
と
か
、
地

理
書
の
文
献
學
的
研
究
に
終
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
書
に
於
て
模
範

的
に
示
さ
れ
な
る
が
如
き
方
法
に
よ
っ
て
、
地
理
に
郎
し
て
歴
史
を
考
へ

る
な
ら
ば
、
歴
史
の
理
脈
と
整
理
に
ど
れ
だ
け
役
立
つ
か
解
ら
な
い
。
こ

の
意
味
に
於
て
博
士
も
第
一
に
推
薦
せ
ら
る
ｉ
と
こ
ろ
の
讃
史
方
輿
紀
要

の
如
き
先
人
の
稼
き
業
績
は
も
っ
と
く
利
用
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ら

　

今
や
大
陸
の
経
管
は
着
々
と
し
て
進
行
し
っ
＾
４
Ｓ
-
Ｃ
<
。
我
が
國
人
の
開

心
は
大
陸
に
集
注
ざ
れ
て
ゐ
る
。
今
こ
そ
東
洋
史
の
學
徒
は
そ
の
研
究
を

現
官
と
結
び
つ
け
、
東
亜
新
秩
序
形
成
の
礎
石
と
も
な
す
べ
き
の
秋
で
あ

る
。
而
し
て
そ
の
現
官
と
の
結
合
の
地
磐
と
し
て
地
理
を
も
っ
こ
と
が
最

も
有
効
適
切
な
る
方
法
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
博
士
が
、
「
日
本

の
學
者
で
多
少
漢
文
の
素
養
の
あ
る
も
の
に
も
支
那
の
材
料
を
科
學
的
に

便
ひ
こ
な
し
得
な
い
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
學
ん
だ
所
の
漢
文
の

教
科
書
た
る
紺
史
子
集
の
四
部
共
に
之
を
教
へ
る
學
者
す
ら
そ
の
文
句
に

含
ま
れ
た
現
官
的
意
義
を
解
輝
し
得
ぬ
所
が
多
く
、
唯
だ
文
字
の
解
鐸
だ

け
で
既
に
一
生
を
費
す
に
足
り
、
活
眼
を
開
い
て
活
書
を
讃
む
方
針
を
學

生
に
吹
き
込
み
得
な
い
。
従
っ
て
現
在
の
高
等
教
育
を
受
け
た
科
學
者
に

指
を
鼎
に
染
め
し
め
る
様
に
導
き
得
な
い
の
も
敢
て
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
。
」

と
警
告
さ
れ
た
こ
と
は
我
々
の
と
く
と
服
腎
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ら
５
．

　

限
ら
れ
た
紙
数
の
中
に
こ
の
内
容
嫂
富
な
書
を
紹
介
せ
ん
と
し
て
筆
及

ば
ず
、
紹
介
の
宜
し
き
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
恐
れ
っ
ｔ
東
洋
史
を
學

ぶ
者
に
限
ら
ず
、
廣
く
一
般
人
士
に
必
読
の
讃
物
と
し
て
こ
の
書
を
推
薦

ナ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
北
山
康
夫
）

　
　
　

縫
靭
漂
流
記
の
研
究

　
　
　

園
ｍ
一
喩
著

　
　
　
　
　
　

康
徳
六
年
七
月
二
十
五
日
南
清
洲
但
道
株
式
會
祀
鏃
道

　
　
　
　
　
　

總
局
庶
務
課
良
行
、
菊
判
三
二
八
頁
、
圖
版
一
四
葉

　

著
者
園
田
氏
は
多
年
縫
転
漂
流
記
を
研
究
さ
れ
、
そ
の
成
果
は
既
に
本

-－７
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天
岡
書
館
叢
刊
中
に
「
総
務
漂
流
記
研
究
」
「
再
び
特
輯
漂
流
記
に
就
い

て
」
と
題
し
て
我
表
さ
れ
て
ゐ
ろ
。
今
回
同
じ
題
日
を
以
て
堂
々
三
百
訟

頁
の
大
著
を
も
の
さ
れ
、
漂
流
記
研
究
の
金
字
塔
を
築
き
上
げ
ら
れ
た
か

に
見
え
る
。
簡
単
な
漂
流
記
録
か
ら
よ
く
も
こ
の
や
う
な
大
研
究
が
出
来

た
も
の
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

　

総
務
漂
流
記
の
原
木
に
就
て
は
、
前
に
北
京
の
橋
川
時
雄
氏
が
こ
の
漂

流
記
と
異
名
同
本
な
る
「
異
國
物
語
」
を
影
印
さ
れ
た
営
時
、
既
に
本
誌

上
で
紹
介
し
た
か
ら
、
こ
ｉ
で
は
園
田
氏
の
研
究
の
方
の
み
に
鯛
れ
ろ
こ

と
に
す
る
。

　

木
書
は
章
を
分
っ
こ
と
五
、
曰
く
第
二
早
解
題
、
第
二
章
磁
務
國
漂
流

の
顛
末
、
第
三
章
燕
京
生
活
の
一
年
、
第
豊
早
漂
流
人
の
逡
浚
、
第
五
章

漂
流
人
の
日
本
生
還
。
大
膿
漂
流
記
の
書
誌
的
な
研
究
、
漂
流
事
件
の
顛

末
の
説
明
、
漂
流
記
に
現
は
れ
来
る
人
物
・
史
官
の
考
庶
か
ら
成
っ
て
ゐ

る
・
而
し
て
そ
れ
ら
は
何
れ
か
著
者
の
趣
味
感
興
に
よ
っ
て
取
捨
暖
梅
さ

れ
た
も
の
で
、
漂
流
記
の
研
究
と
題
し
て
は
ゐ
ろ
が
、
全
書
の
構
成
は
謂

は
ゞ
歴
史
隨
筆
と
い
っ
た
態
の
も
の
で
、
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
著
者
の
日

頃
抱
懐
す
る
歴
史
咳
系
と
か
歴
史
を
學
ぶ
意
義
を
説
明
す
る
と
い
っ
た
堅

苦
し
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
私
も
持
ち
合
は
せ
の
僅
か
な
知
識
を
基
に

し
て
、
気
軽
に
思
ひ
っ
き
を
書
き
っ
ら
ね
よ
う
と
思
ふ
。

　

先
づ
研
究
と
し
て
は
第
一
章
と
第
四
章
の
後
牛
及
び
第
五
章
に
本
書
の

特
色
が
存
す
る
様
だ
。
第
一
章
に
於
て
は
従
来
傅
は
っ
て
居
る
漂
流
記
の

異
本
と
先
人
の
研
究
と
が
克
明
に
収
録
説
明
さ
れ
て
居
っ
て
、
そ
の
無
類

の
克
明
さ
に
特
色
を
認
め
ら
れ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
大
胎
橋
川
氏
の
業

蹟
の
範
国
を
出
て
居
な
い
か
に
見
受
け
ろ
。
第
四
・
五
章
で
は
李
朝
官
録
・

典
客
司
略
録
・
承
政
院
日
記
等
の
朝
鮮
史
料
、
日
傭
書
契
・
竹
内
家
の
墓

碑
・
過
去
帳
等
の
内
地
側
の
新
史
料
を
豊
か
に
使
用
さ
れ
た
鮎
が
注
意
さ

れ
、
そ
れ
等
に
よ
っ
て
漂
流
人
の
日
木
蹄
還
そ
の
他
の
所
謂
後
日
物
語
が

遡
憾
７
く
描
寫
さ
れ
て
居
ろ
。
（
第
一
て
三
章
は
著
者
が
嘗
て
酸
汲
さ
れ
た

も
の
と
骨
子
は
極
っ
て
居
な
い
と
思
ふ
。
）

　

内
容
に
就
て
注
意
さ
れ
る
鮎
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
本
書
の
更
に

大
な
る
特
色
と
も
い
ふ
べ
き
は
、
著
者
の
流
麗
達
意
の
文
章
と
、
一
つ
の

物
語
を
巧
み
に
認
め
上
げ
た
手
際
で
あ
る
。
そ
の
結
果
讃
物
と
し
て
な
か

７
ぐ
ふ
間
白
く
讃
め
る
こ
と
で
、
こ
の
事
は
極
め
て
高
く
評
價
さ
ろ
べ
き

だ
。
従
来
東
９
　
史
開
係
の
研
究
と
し
て
世
に
出
た
も
の
ｉ
中
、
お
話
と
し

て
撹
ん
で
面
白
か
っ
た
と
い
ふ
の
は
甚
だ
稀
で
、
大
抵
無
味
乾
燥
な
考
讃

の
羅
列
で
あ
っ
た
り
、
低
級
な
理
論
を
こ
と
さ
ら
に
高
級
な
詞
で
晦
脇
に

し
て
見
た
り
、
内
容
が
こ
な
れ
て
ゐ
な
い
鴬
に
逞
に
何
が
書
い
て
あ
る
か

分
ら
な
か
っ
た
と
い
ふ
態
の
も
の
が
多
い
や
う
に
見
受
け
る
。
そ
の
鮎
本

書
の
出
現
は
誠
に
心
持
よ
い
。

　

唯
だ
、
例
の
揚
足
取
り
に
な
る
が
、
史
賓
の
考
讃
の
方
で
は
、
遺
憾
に

思
は
れ
る
鮎
が
無
い
で
は
な
い
。
以
下
私
の
気
づ
い
た
も
の
を
二
三
寥
げ

て
置
か
う
。
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光
づ
逡
難
の
場
所
と
下
手
人
の
章
で
、
著
者
の
論
謹
は
少
し
く
不
十
分

　
　
　

の
様
に
思
は
れ
る
。
即
ち
氏
は
李
朝
宣
雄
に
「
也
春
作
胡
得
春
来
。
言
于

　
　
　

慶
興
府
使
金
汝
水
曰
。
所
乙
古
等
胡
人
百
訟
」
云
々
と
あ
る
を
引
き
、
下

　
　
　

手
人
は
所
乙
古
等
の
胡
人
な
り
と
断
定
さ
れ
な
が
ら
。
こ
の
「
所
乙
古
」

　
　
　

に
は
一
言
も
鵠
れ
る
こ
と
な
く
、
専
ら
「
也
春
」
の
方
の
み
に
注
意
を
向

　
　
　

け
ら
れ
、
こ
の
語
が
慶
興
府
の
對
岸
豆
満
江
左
岸
一
宿
の
地
の
總
務
な
る

　
　
　

こ
と
を
説
か
れ
た
ま
ｉ
、
そ
の
後
何
の
考
讃
も
な
く
い
き
な
り
下
手
人
は

　
　
　

東
海
ワ
ル
カ
人
な
り
と
這
べ
ら
れ
て
居
る
。
そ
れ
で
若
し
私
が
勝
手
に
氏

　
　
　

の
論
を
補
足
す
る
な
ら
ば
、
渡
虹
地
は
也
春
地
方
で
下
手
人
は
也
春
の
胡

　
　
　

と
い
ふ
事
に
な
る
。
之
で
は
折
角
の
宣
雄
の
記
事
が
死
ん
で
し
ま
ふ
の
で

　
　
　

結
局
所
乙
古
が
何
處
に
音
る
か
を
解
決
せ
ね
ば
依
然
遭
虹
地
及
び
下
手
人

　
　
　

の
’
手
が
ｘ
り
は
判
明
す
ま
い
。
況
や
也
春
は
朝
鮮
語
の
音
字
だ
か
ら
氏
の

　
　
　

考
庶
の
仕
方
も
不
十
分
だ
。
内
藤
先
生
は
所
乙
古
を
朝
鯵
鴛
・
ハ
ル
ク
（
所

　
　
　

乙
古
は
。
ソ
ウ
ル
ク
だ
が
「
所
」
巧
ハ
〔
パ
〕
曹
を
寫
す
事
は
、
光
海
君
日

　
　
　

記
に
洪
巴
圖
魯
を
弘

　
　
　

河
流
域
居
住
の
女
貝
人
に
該
営
す
る
な
ら
ん
と
云
ば
れ
た
。
こ
れ
は
一
つ

　
　
　

の
提
案
と
し
て
考
へ
得
ら
れ
る
だ
ら
う
。
兎
に
角
一
工
夫
要
る
所
だ
。

　
　
　
　

次
に
漂
流
人
の
通
過
路
の
所
で
あ
る
が
、
漂
流
記
に
は
逡
無
地
よ
り
三

　
　
　

十
五
日
目
に
大
な
る
都
に
着
い
た
と
よ
り
書
い
て
な
い
の
で
、
氏
は
元
明

　
　
　

時
代
の
交
通
路
は
恐
ら
く
一
定
な
ら
ん
と
推
定
さ
れ
、
現
今
の
地
岡
を
案

刀

　

じ
て
也
春
屯
よ
り
奉
天
迄
を
約
１
　
五
百
九
十
一
里
と
し
、
一
日
五
十
里
と

し
て
三
十
一
百
目
に
着
く
と
推
論
の
上
に
推
論
を
重
ね
て
居
ら
れ
る
。
如

何
な
る
手
続
き
で
千
五
百
九
十
一
里
に
な
り
、
如
何
な
る
理
由
で
″
一
日
五

十
ヨ
に
な
っ
た
か
、
そ
の
歴
史
的
根
擦
は
極
め
て
不
明
瞭
だ
し
、
一
膿
氏

。
の
論
の
進
め
方
は
少
し
く
限
暴
だ
。
こ
の
様
に
。
し
て
阿
け
ば
苦
心
七
て
史

料
を
探
す
必
要
も
な
く
な
る
詳
で
あ
る
。
北
路
記
略
の
江
北
堆
記
の
條
に

朔
方
記
と
い
ふ
書
が
引
か
れ
て
居
て
、
そ
れ
に
北
京
か
ら
蔵
春
迄
の
里
程

と
所
要
日
版
が
威
っ
て
居
る
。
即
ち
自
北
京
至
山
海
開
鴛
七
百
里
。
自
開

至
瀋
陽
七
百
里
。
烏
喇
七
百
里
。
吾
年
所
里
五
百
里
。
寧
古
塔
三
百
里
。

採
春
五
百
里
。
合
三
千
四
百
里
。
騎
馬
往
来
則
四
十
日
。
倍
途
則
二
十
日

欝
錨
謐
欲
釜
芦
あ
宍
で
や
お
ら
。
モ
し
嘉
春
よ

　

一

り
烏
喇
・
寧
古
塔
に
行
く
の
は
穏
城
鐘
城
よ
り
越
遷
す
る
と
あ
る
事
に
よ

　

7
3

つ
て
こ
の
種
の
問
題
に
對
す
ろ
大
蔵
の
メ
ド
が
っ
く
。
先
づ
こ
ｉ
ら
浸
か

　
　

一

ら
論
を
進
め
る
べ
き
％
の
と
思
ふ
。
こ
の
種
の
問
題
に
朝
鮮
側
史
料
の
不

可
峡
な
る
事
は
こ
れ
に
よ
っ
て
も
分
る
と
い
へ
よ
う
か
。

　

次
に
ハ
ト
ロ
ワ
ソ
ズ
考
で
あ
る
。
こ
の
項
は
漂
流
記
の
人
物
許
の
中
で

も
異
彩
を
放
っ
て
居
る
所
で
、
ハ
ト
ロ
ワ
ゾ
ズ
を
誰
に
営
て
る
か
と
い
ふ

事
に
就
い
て
は
、
昔
か
ら
意
見
が
出
て
居
て
、
園
田
氏
も
大
い
に
考
誕
を

試
み
ら
れ
て
居
る
。
ハ
ト
'
　
ｎ
．
ワ
ｙ
ズ
が
鐙
親
王
で
な
い
事
は
園
田
氏
と
共

に
異
議
な
き
所
で
あ
る
。
内
藤
先
生
は
太
祀
の
八
子
英
親
王
阿
済
格
を
、

泉
・
橋
川
爾
氏
は
鄭
親
王
済
爾
喰
朗
を
常
て
ら
れ
た
が
、
悉
く
園
田
氏
の

撃
破
す
る
所
と
な
り
、
氏
自
ら
は
阿
巴
泰
を
擁
立
し
て
、
こ
れ
こ
そ
常
人



μ

な
ら
ん
と
の
確
信
を
披
漸
さ
れ
た
。
そ
こ
で
私
も
異
を
樹
て
ん
と
思
ひ
、

貧
し
き
誕
底
を
探
っ
た
結
果
、
偶
然
に
も
畏
友
田
川
氏
の
恵
投
に
係
る
魯

庵
文
集
を
見
つ
け
る
事
に
よ
っ
て
簡
単
に
解
決
出
来
た
。
魯
庵
文
集
に
は

戊
寅
年
即
ち
清
の
太
宗
の
崇
徳
三
年
正
月
朝
鮮
の
崔
鳴
吉
が
王
世
子
に
従

っ
て
太
宗
に
謁
見
し
た
記
事
が
あ
る
。
そ
の
中
の
入
王
の
條
に
注
し
て
、

　

「
名
阿
之
聯
。
前
汗
之
子
今
汗
之
弟
也
。
國
人
調
之
破
土
里
。
破
土
爪
者

堆
勇
之
蒔
」
と
記
し
て
居
る
。
言
ふ
迄
も
な
く
阿
之
學
は
阿
済
格
ｙ
ぞ

前
汗
は
フ
ル
ハ
チ
、
破
土
里
は
ｂ
ａ
t
ｕ
ｒ
ｕ
の
對
晋
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
ハ
ト
ロ
ワ
ソ
ズ
は
英
親
王
阿
済
格
に
雷
る
事
に
な
り
、
ど
う
や
ら
内

藤
先
生
の
説
が
正
し
い
様
に
思
へ
る
。

　

霖
漂
流
記
に
順
治
帝
を
「
総
轄
惣
玉
名
は
チ
ヤ
ウ
テ
ソ
」
と
書
い
て
居

る
事
や
清
廷
主
要
人
物
の
描
寫
の
記
事
を
讃
む
と
、
制
度
文
物
の
上
で
非

常
な
勢
で
支
那
に
か
ぶ
れ
っ
ゝ
あ
っ
た
か
に
見
え
る
常
時
、
内
部
に
あ
っ

て
は
倚
奮
態
依
然
た
る
満
洲
人
の
凱
が
の
ぞ
い
て
居
る
様
に
思
へ
て
、
私

に
は
興
味
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
園
田
氏
と
は
叉
別
な
方
向
か
ら
も
観
察
出

来
る
と
い
ふ
だ
け
で
、
書
評
に
は
幹
り
開
係
が
な
さ
さ
う
だ
。
そ
の
他
問

凶
の
術
洲
語
に
就
い
て
も
何
か
述
べ
る
べ
き
だ
が
、
私
は
専
門
家
で
な
い

か
ら
こ
れ
に
は
鯛
れ
な
い
方
が
賢
明
で
あ
る
。

　

以
上
私
の
気
づ
い
た
所
を
漫
然
の
べ
て
細
筆
さ
せ
て
頂
く
。
終
り
に
園

田
氏
は
漂
流
記
に
就
い
て
の
氏
と
内
藤
先
生
と
の
開
係
を
述
べ
ら
れ
、
感

慨
の
情
に
耽
っ
て
居
ら
れ
る
が
、
私
に
も
こ
の
漂
流
記
に
就
い
て
は
思
出

が
あ
っ
て
、
私
の
瓶
原
滞
在
常
時
故
先
生
が
君
に
オ
モ
チ
ヤ
を
や
ら
う
と

い
っ
て
出
さ
れ
た
の
が
こ
の
漂
流
記
で
、
爾
来
先
生
か
ら
敦
へ
て
頂
く
都

度
顧
め
て
見
る
っ
も
り
を
し
て
ゐ
た
が
、
僅
か
に
校
勘
記
を
作
っ
た
だ
け

で
永
く
中
絶
し
て
し
ま
っ
な
。
更
に
私
は
昨
秋
漂
流
記
登
生
の
故
地
た
る

三
國
新
保
の
海
岸
で
丘
ハ
と
し
て
猛
訓
練
を
受
け
た
事
等
も
あ
っ
て
、
一
人

感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。
因
縁
話
に
終
っ
て
申
譚
な
い
が
、
永
い
間
の
練

習
不
足
を
お
し
て
書
評
を
引
受
け
た
所
以
で
も
あ
る
。
（
三
田
村
豪
助
’
）
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前
ポ
ー
・
ン
ｙ
ド
駐
劉
公
使
伊
藤
逍
史
博
士
が
、
同
國
の
中
世
古
文
書
を

持
ち
鱒
ら
れ
、
そ
れ
の
蒙
古
侵
人
に
開
す
る
も
の
を
辰
表
さ
れ
る
と
い
ふ

こ
と
を
、
か
ね
て
聞
い
て
ゐ
て
、
久
し
く
待
望
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
、
い
ま

岩
村
忍
氏
の
手
に
よ
っ
て
英
文
で
こ
れ
が
公
け
に
さ
れ
た
。

　

全
編
五
五
頁
、
文
書
の
英
詳
と
ラ
テ
ゾ
原
文
と
の
外
に
、
ド
ー
ツ
ッ
、

ハ
ソ
マ
ー
・
プ
ル
グ
ス
タ
ル
。
ヴ
ォ
ル
フ
、
ブ
レ
ト
シ
ュ
ナ
イ
デ
ル
な
ど

の
諸
種
威
の
説
に
、
こ
の
文
書
が
ら
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
織
り
ま
ザ
て
、
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