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デ
ィ
ム

l
ル
家
に
閲
す
る
一
停
承
に
つ
い
て間

野

+失

中
央
ア
ジ
ア
の
生
ん
だ
世
界
征
服
者
テ
ィ
ム

l
ル
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
な

お
検
討
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
テ
ィ
ム
l
ル
の
出
自
に

闘
す
る
問
題
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
停
え
ら
れ
る
テ
ィ
ム
l
ル
家
の
「
系
譜
」

の
信
濃
性
に
つ
い
て
す
ら
、
な
お
定
設
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
情
況
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
で
は
じ
め
て
出
版
さ
れ
た
シ
ャ
ラ
フ
・
ア

ッ
デ
ィ
l
ン
の
『
勝
利
の
書
』
の
「
序
章
」
の
釦
ナ
玄

Z
包
内
芦
田
ω
を
見
る

と
、
そ
こ
に
は
「
系
譜
」
の
信
濃
性
を
裏
付
け
る
か
に
見
え
る
一
つ
の
停
承
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
l
ン
の
曾
祖
父
に
あ
た

る
カ
ブ
ル
と
、
テ
ィ
ム

l
ル
八
世
の
租
の
カ
チ
ュ
リ
と
は
、
ト
ゥ
メ
ネ
・
ハ

l

ン
よ
り
生
ま
れ
た
双
子
の
兄
弟
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
兄
弟
の
間
で
、
ハ

l
ソ
位
は
カ
ブ
ル
と
そ
の
子
孫
に
、
そ
し
て
行
政
と
軍
事
の
質
構
は
カ
チ
ュ
リ

と
そ
の
子
孫
に
属
す
る
と
い
う
一
通
の
誓
約
書
が
交
わ
さ
れ
、
こ
の
誓
約
書
は

一
一一一四

O
年
頃
ま
で
ハ

1
ン
家
の
賓
庫
に
枚
曲
糊
さ
れ
て
、
賓
殺
を
保
ち
つ
づ
け

た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
ム
l
ル
の
祖
先
ら
は
、
常
に
ハ

l
ン
ら
を
輔
佐
す
る
重
要
な
役
割
を
演
じ
つ
づ
け
た
事
に
な
る
。

し
か
し
、
ニ
ザ
l
ム
・
ア
ッ
デ
ィ
l
ン
な
ど
テ
ィ
ム
l
ル
朝
最
初
期
の
歴
史

家
建
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
停
承
を
牧
録
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
停
承
を

歴
史
的
事
賓
と
し
て
認
め
る
事
は
、
到
底
不
可
能
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ

し
、
こ
の
様
な
停
承
が
テ
ィ
ム
l
ル
の
残
後
お
よ
そ
二

O
年
の
後
に
著
わ
さ
れ

た
シ
ャ
ラ
フ
・
ア
ッ
デ
ィ

1
ン
の
書
そ
の
他
に
収
録
さ
れ
て
い
る
事
賓
は
、
略

奪
者
か
ら
世
界
帝
園
の
支
配
者
と
な
り
お
お
せ
た
テ
ィ
ム

l
ル
の
一
族
に
と
っ

て
、
一
族
の
過
去
の
日
々
を
か
ざ
る
祭
光
の
物
語
が
必
要
不
可
飲
で
あ
っ
た
事

を
物
語
る
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語
は
、
同
時
に
、
質
権
掌
鐙
後
も
箪
な
る
ハ
l

ン
家
の
女
婿

E
門
出
四
郎
ロ
と
し
て
、
表
面
的
に
は
ハ
l
ン
を
輔
佐
し
て
軍
事
・

行
政
の
諸
事
を
と
り
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
テ
ィ
ム

l
ル
と
そ
の
一
族

の
立
場
を
、
明
確
に
反
映
し
た
も
の
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
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∞
の
な
か
で
愛
表
し
た
一

O
三
黙
の
ウ
イ
グ
ル
俗
文
書
類
の
う
ち
に
、
。
同
三
日

Z
と
い
う
名
の
人
物
に

関
す
る
も
の
二
鮎

(
Z
Z・
5
・
H
C、
。
曲
三

B
Z
の
も
の
四
貼

(
Z
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5
・

N
0
・N
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ω吋
〉、

0
2目白
E
の
も
の
平
相

(Z
『
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3

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
べ

て
∞
2
Zロ
円
三

-
0
2
Zロ
の
も
の
で
あ
る
が
、
原
文
書
に
つ
い
て
み
る
と
、
み

な
同
一
名
し
か
も
同
一
人
物

。
ω
三
日

Z
¥
O印可・
1
B
Z
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
の
未
褒
表
資
料
の
な
か
に
同
一
人
の
も
の
が
な
お
九
遇

あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
こ
の
計
十
六
通
の
カ
イ
イ
ム
ト
ゥ
文
書
の
存
在
に
つ

い
て
は
、
昨
秋
、
第
十
四
囲
内
陸
ア
ジ
ア
史
皐
曾
大
曾
に
お
け
る
公
開
講
演
で

報
告
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
、
十
六
通
が
同
一
人
物
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ



と
の
論
設
を
中
心
に
、
カ
イ
イ
ム
ト
ゥ
な
る
人
物
像
の
ア
ウ
ト
ラ
イ

γ
を
え
が

い
た
に
と
ど
ま
っ
た
。

今
回
は
、
こ
の
十
六
通

i
l土
地
貸
借
六
、
農
産
物
貸
借
七
、
棉
布
貸
借

二
、
土
地
震
波
一
ー
ー
の
護
文
内
容
に
つ
い
て
そ
の
後
さ
ら
に
考
察
を
加
え
た

と
こ
ろ
を
報
告
し
、
中
世
ト
ゥ
ル
フ
7

ン
地
方
の
一
地
主
と
し
て
の
カ
イ
ィ

-ム

ト
ゥ
像
を
、
よ
り
具
種
的
に
把
握
す
る
補
い
と
し
た
い
。
関
連
し
て
ウ
イ
グ
ル

文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
土
地
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
問
題
を
指
摘
し
た
い
。
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東
育
代
明
帝
の
庚
皇
后
の
兄
売
は
、
王
導
・
王
敦
ら
に
制
到
抗
す
る
政
界
の
重

銀
で
あ
り
、
西
府
軍
圏
の
領
袖
と
し
て
の
そ
の
地
位
は
弟
泳
・
翼
へ
と
幽
継
承
さ

れ
た
。
頴
川
蘇
陵
の
庚
氏
が
、
い
つ
ご
ろ
に
起
源
し
、
い
か
な
る
人
々
の
ど
の

よ
う
な
歩
み
に
よ
っ
て
一
個
の
門
閥
貴
族
へ
と
成
長
し
た
の
か
を
あ
と
づ
け
る

こ
と
が
本
報
告
の
主
題
で
あ
る
。
但
し
、
今
回
は
庚
氏
全
盛
の
庚
亮
ら
の
一
つ

前
向
西
耳
目
末
年
の
世
代
、
迄
を
一
腹
の
範
囲
と
し
た
。
穎
川
庚
氏
と
い
う
一
個

の
事
例
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
知
見
、
於
、
一
般
に
門
閥
貴
族
制
の
形
成
期
と
さ
れ

て
い
る
こ
の
時
期
の
金
鍾
的
認
識
と
ど
の
程
度
相
互
に
流
通
し
て
く
る
か
が
確

か
め
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
門
閥
へ
の
形
成
過
程
に
お
け
る
事
問
教

養
|
|
儒
事
や
老
荘
ー
ー
の
機
能
と
意
味
、
「
八
王
の
飢
」
以
降
の
混
税
期
に

お
け
る
同
族
内
個
々
人
の
庭
生
と
命
運
と
い
っ
た
鮎
に
も
燭
れ
ら
れ
た
ら
と
思

っ
て
い
る
。

介
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清
代
蓋
湾
の
水
利
組
織
に
つ
い
て

森

回

明

清
朝
は
三
藩
の
鋭
に
次
い
で
康
照
二
十
二
年
(
一
六
八
三
)
、
郷
氏
の
抗
清

運
動
を
抑
え
豪
姐
帽
を
領
有
下
に
お
き
、
中
園
支
配
を
確
立
し
た
。
産
融
情
領
有
は

そ
の
後
潅
正
・
乾
隆
へ
と
展
開
さ
れ
る
清
朝
支
配
の

円
E
o
s
-
oロ
の
一
環
で

あ
っ
た
。
時
あ
た
か
も
清
朝
は
封
建
支
配
趨
制
の
相
射
的
安
定
期
を
迎
え
、
人


