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･････-
-
････
総

研
串

士

中
立
貨
幣
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於
け
る
眉
幣
瞥

宰
･･････-
･････-
････

縦

横
興

士

再
保
険
の
磯
展
と
保
険
企
業
結

合
･･･-

･･･…

紅
御
輿

地

都
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と
農
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封
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ア
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･
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,,J
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･･･
経
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植
民
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
就
て

山

本

莫

逆

乃

『
固
際
平
和
の
維
持
』
と
云
ふ
事
は
'
従
凍
殆
ど
無
催
件
に
或
は
直
覚
的
に
人
類
社
食
の
福
利
を
招
凍
す
べ
き
坦

々
た
る
大
道
の
如
-
に
看
倣
さ
れ
'
世
界
故
事
の
惨
禍
に
肢
惑
せ
る
恐
怖
時
代
の
産
物
た
る
国
際
聯
盟
は
'
安
に

此
の
使
命
を
果
た
す
べ
き
唯

T
の
国
際
機
関
と
し
て

7
時
各
国
は
共
の
前
途
に
多
大
の
期
待
を
か
け
た
も
の
で
あ

る
が
､
歳
月
の
凝
視
と
典
に
此
S
由

符
は
次
第
に
嘉
切
ら
れ
;
殊
に
灘
敗
数
年
問
6
1囲
際
聯
弧
の
行
掛
は
･｡
諒
ケ

其
の
無
力
を
暴
露
せ
ん
と
す
る
状
態
に
在
る
も
の
,,
如
き
威
を
懐
か
し
め
る
､
併
し
過
て
考
ふ
る
時
は
各
国
が
届

初
非
常
な
る
意
気
込
を
以
て
国
際
聯
盟
に
多
大
の
期
待
を
か
け
た
轟
が
寧
ろ
誤
-
で
あ
っ
て
'
聯
盟
の
使
命
と
す

る
『
陶
際
平
和
の
維
持
』
と
云
ふ
が
如
き
こ
と
は
'
現
状
維
持
を
以
て
満
足
せ
ん
と
す
る
閲
と
之
を
以
て
浦
足
し
得

ざ
る
圃
'然
も
共
の
懸
隔
の
殊
に
甚
L
H
u図
が
条
令
せ
る
状
態
の
下
に
於
T
は
~異
に
中
和
宜
早
発
せ
ん
と
す
る
蔀

は
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
'
富
め
る
閲
と
貧
し
き
聞
'
人
口
増
加
の
重
麿
に
苦
め
る
閥
と
然
ら
ざ
る
固
'
天
然

資
源
の
豊
か
な
る
問
と
乏
し
き
閥
'
原
料
の
潤
操
な
る
供
給
を
受
け
得
る
闘
と
か
ゝ
る
便
宜
を
有
せ
ざ
る
閲
'
是

等
の
諸
国
が
現
状
を
其
の
債
と
し
て
唯
国
際
平
和
打
言

抽
象
的
の
目
的
の
負
に
提
携
協
力
を
張
ひ
ら
る
～
革
は
'

恰
も
資
本
家
が
柵労
働
者
に
正
常
十､㌢
Q
分
け
前
を
輿
ふ
る
事
を
為
さ
ず
し
て
'
唯
労
資
の
中
和
的
協
調
の
み
を
張
ひ

植
民
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
裁
て

第
四
十
二
番
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九
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植
属
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
就
て

第
四
十
二
番
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ん
と
す
る
に
同
じ
-
'

所
謂
｢
持
て
る
者
｣
に
は
最
も
都
合
よ
N
J自
衛
策
で
あ
る
が
､
反
封
に
｢
持
た
ぎ

る
者
｣
に
は

最
も
郡
谷
悲
き
婚
口
策
た
ら
ざ
る
を
得
tIb
い
'
故
に
異
に
国
際
中
和
の
目
的
を
達
成
せ
ん
と
欲
せ
ば
'

先
づ
比
の

各
図
間
の
著
し
M
Jl<
平
等
的
地
位
を
何
等
か
の
方
法
に
俵
-
て
或
程
度
迄
調
整
し
'
多
少
の
不
満
及
び
不
平
等
は

如
何
と
も
為
し
難
し
と
す
る
も
'
著
し
き
不
満
及
び
不
平
等
よ
-
生
す
る
恰
悪
､
猫
旋
'
反
目
等
の
倉
を
楳
和
す

･
).仙1.
f･
lJ717､
三

〉
rL,-
しこ
.71
)
.トJ.こコ
川･･.川1
.(
..L･
!1
〕
.17
･i
LL
ノヽ
圭
丁土村
･hリ
｢ノ
iiiT恥だ.t
rF
:
LTTTTT∃端
41.｣｢
ノ

.･･;∴
し
,･卜
.it:T;I-
･fJ肘
.=.I
.･暮
∵.MT
･･...ム
1.F
.し
･.ん
でト
J.
イ;
.!
｢
卜
.～
;
.･･
･.,.

:

,
引
｢･.;J･･日
.し
･式
.･tEp･-
.･-
I-
11
mル
∵
.･｡.･
･

て
'
｢
寺
r
s
固

1D
J
,
二
だ
･j
Lk
]埠

＼
L
と
す
ら
免
状
牡
等
F)
磯
閑
か
淀
邑
こ
監
塵
旨
辛
し
た
事
yL
､
塗
に
JT･日

の
国
際
聯
盟
に
封
す
る
｢
持
た
ぎ
る
闘
｣
の
反
抗
心
を
昂
む
る
原
田
と
な
-
､
又
聯
盟
自
腔
と
し
て
も
最
も
活
動
を

必
要
と
す
べ
き
時
に
'
其
の
無
力
を
暴
露
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
こ
と
ゝ
な
っ
た
所
以
で
あ
る
.

然
ら
ば
各
開
聞
の
此
の
不
平
等
的
地
位
を
戎
程
度
迄
調
整
し
｢
持
た
ざ
る
閥
｣
の
不
満
を
綬
和
せ
し
ひ
る
方
法
如

何
と
云
ふ
に
'
這
は
｢
持
て
る
圃
｣
ま
-
｢
持
た
ざ
る
閲
｣
に
其
の
有
-
放
れ
る
朗
の
物
を
分
ち
典
ふ
る
よ
-
他
に
途

な
き
こ
と
は
'
何
人
に
も
容
易
に
想
像
し
得
ら
る
～
所
で
あ
ら
う
'
而
し
て
斯
か
る
問
題
は
従
凍
｢
持
L
lざ
る
囲
｣

に
放
て
は
屡
々
論
議
さ
れ
た
所
で
あ
る
が
'
近
時
｢
持
て
る
閥
｣
よ
-
此
の
種
の
意
見
を
聞
-
に
至
れ
る
こ
J
J
は
'

圃
際
平
和
難
の
不
安
と
憐
情
は
｢
持
た
ぎ
る
圃
｣
よ
り
も
峯
ろ
｢
持
て
る
闘
｣
に
1
暦
深
刻
に
戚
じ
ら
れ
凍
っ
た

1
琵

左
で
あ
る
と
稀
し
て
も
可
い
'
即
ち
現
状
の
債
に
推
移
せ
ば
｢
持
て
る
闘
｣
が
如
何
に
自
己
防
衛
の
為
に

｢
持
た
ぎ

る
閲
｣
に
張
魔
力
を
加

へ
て
も
､
其
の
麿
力
を
加
ふ
れ
ば
加
ふ
る
程
｢
持
Ll
ざ
る
閲
｣
の
反
授
力
は
愈
々

大
と
花
-
､

結
局
琴

一第
三
の
世
界
故
事
の
惨
劇
を
免
れ
難
い
結
果
を
生
す
る
に
至
る
危
険
が
あ
る
'
現
に
其
の
由

兆
と

も
観



ら
る
べ
き
も
の
を
吾
人
は
伊
二

故
事
に
於
で
目
撃
し
っ
ゝ
あ
る
､

故
に
夫
れ
が
暇
令

一
部
の
人
々
に
依
-
て
提

議
せ
ら
る
ゝ
の
み
で
'
未
だ
輿
論
と
稀
す
る
に
至
ち
ぎ
る
も
の
で
あ
-
と
し
で
も
'
吾
人
は
之
を
｢
持
て
る
者
｣
の

T
の
塞
想
で
あ
り
墜
語
で
あ
る
と
し
て
葬
-
去
る
こ
と
は
出
来
ぬ
､
況
ん
や
｢
持
て
る
固
｣
が
｢
持
た
ざ
る
園
｣
に

其
の
有
り
放
れ
る
物
を
分
ち
輿
ふ
る
事
が
'
現
状
維
持
の
協
力
に
も
優
-
て
国
際
平
和
の
親
木
問
題
た
る
に
於
て

は
'
｢
持
た
ぎ
る
図
｣
は
今
後
有
ら
ゆ
る

横
倉
に
論
者
の
説
を
蘭
ふ
限
り
有
力
化
せ
L
b
る
事
に
協
力
す
べ
き
で
あ

ら
う
'
此
の
如
き
見
地
よ
-
最
近
吾
人
の
眼
に
滴
れ
に
る
数
歯
の
視
の
要
旨
を
紹
介
す
る
と
共
に
'
之
に
封
す
ら

短
評
を
拭
み
て
見
よ
う
と
恩
ふ
｡
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新
姥
月
博

士

に

依

-

て
『
世
界
土
地
共
有
論
』
な
る
-
の

が

提

唱
せ
ら
れ
宕
7
&
那
当

郵
戯
剤
パ
脚
郎
郎

lA
).
又

吾

人

皇

冒

植
民
地
の
経
済
的
共
同
利
用
に
関
す
る
苗

の
協
力
警

提
議
し
吉

事
あ
る
も
(発

話

醐
抑
喝

薙

実

軸
)
'

由
来
欧
米
人
の
説
に
苦

れ
ば
耳
を
籍
さ
-

我
が
閑
人
の
通
癖
は
'
常
時
の
世
論
の
顧
み
る
朋
と
な

ら

ぎ

b

L
に
､
之
と
殆
ど
同
工
異
曲
に
過
ぎ
ざ

る
欧
米
に
放
け
る
最
近
の
諸
説
が
､
我
が
閑
人
の
注
意
を
惹
-
に

至
れ
る
事
は
寧
ろ
不
可
思
議
の
戚
が
あ
る
'
故
に
吾
人
は
是
等
の
譜
詮
の
解
介
に
先
だ
ち
､
苗
に
新
渡
戸
博
士
及

び
吾
人
の
主
張
の
要
旨
を
再
放
し
て
参
考
の

一
端
に
供
し
享
つ
と
皿
ふ
｡

新
渡
戸
博
士
は
粧
民
の
終
極
の
目
的
は

ヘ
ン

リ
ー
･
ヂ
ョ
-
デ
の
土
地
闘
有
論
を
史
に
T
蘭
鋳
張
し
た
る
世
界

土
地
共
有
論
の
賛
現
に
在
-
と
し
て
日
-
'
土
地
は
天
輿
の
賜
物
で
あ
っ
て
国
籍
の
直
別
を
間
は
す
人
種
の
差
別

栴
属
地
再
分
配
論

の種
々

相
に
就
て

第
四
十
二
番
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植
民
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
就
て

第
凹
十
二
魅

三
1二
第

一妨

三
一二

を
論
ぜ
す
人
類
の
馬
に
最
も
よ
-
利
用
す
る
者
に
蹄
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
'

･
･-
･虞
漠
た
る
原
野
を
有
し
な
が
ら

之
を
利
用
せ
や
し
で
徒
ら
に
雑
草
の
生
茂
る
に
委
ぬ
る
は
'
濁
り
天
意
に
背
-
の
み
な
ら
す
又
人
類

1
枚
に
封
す

る
罪
科
で
あ
る
と
云
ふ
議
論
の
行
は
る
ゝ
日
が
必
す
凍
る
で
あ
ら
う
'
･
････要
す
る
に
植
民
の
最
終
の
目
的
即
ち

地
球
の
人
化
と
人
類
の
一璽
品
敬
展
と
を
貨
現
す
る
に
は
'
少
-
と
も
土
地
に
就
て
は
世
界
牡
曾
主
義
の
質
現
を
要

す
る
'
此
の
如
く
に
し
て
土
地
が

l
腰
間
放
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
朔
凪
荒
れ
氷
雪
理
ひ
る
シ
ベ

リ
ヤ
の
荒
野
に
も
'

炎
熱
蝕
し
獅
子
帆
eI
吏
ノ
プ
リ
カ
の
大
陸
に
･㌔

赤
準

担
下
郷
子
の
鳩
茂
る
南
洋
の
島
々
に
も
'
雅
兄
足
跡
兼
だ

印
せ
す

斧
細
末
だ
入
-
し
こ
と
な
き
南
米
の
大
森
林
が
太
古
だ･bが
ら
に
薪
猷
た
る
庭
に
も
'
之
mq･J拓
き
之
を
耕
す

に
最
も
適
し
た
る
者
が
移
任
し
土
着
し
て
植
民
の
目
的
を
遂
げ
る
こ
と
が
出
凍
る
'
即
ち
土
地
を
最
も
よ
-
利
用

す
る
者
或
る
意
味
に
於
て
は
土
地
を
最
も
深
-
愛
す
る
者
こ
そ
土
地
の
主
と
な
る
ベ
M
Jで
あ
ら
-
'
云
々
と
O

右
に
掲
げ
た
る
新
渡
戸
博
士
の
世
界
土
地
共
有
論
は

一
種
の
理
想
と
し
て
傾
聴
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
､
吾
人

は
之
に
封
し
て
群
論
上
井
に
賓
際
上
よ
り

比
較
的
宜
行
の
可
能
性
を
有
す
る
も
の
で
な
か
ら
う
か
と
の
見
地
よ

り
'
枇
民
地
に
封
す
る
簡
土
主
権
の
問
題
と
は
引
離
し
て
､
其
の
経
済
的
共
同
利
用
に
関
す
る
各
図
の
協
力
詮
を

嘗
て
提
言
し
た
こ
と
が
あ
る
'
即
ち
共
の
卑
見
を
摘
放
せ
ば
'

全
世
界
は
全
人
類
の
利
用
に
供
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
'
全
人
類
は
仮
令
其
の
生
存
の
便
宜
上
綴
り
に

一

定
の
地
域
を
隈
-
て
集
困
的
の
生
活
を
督
む
も
'
若
し
其
の
必
要
あ
る
場
合
に
は
何
度
に
生
活
資
料
を
索
め
て
寮

展
す
る
も
自
由
た
る
べ
き
筈
で
あ
る
'
『
自
然
は
富
ゆ
る
者
に
も
貧
し
き
者
に
も

l
棟
に
日
を
照
ら
し
雨
を
降
ら

77号
ふ
章

毎
底

意



す
』
が
加
も

全
世
界
も
亦
全
人
類
の
利
用
に
供
せ
ん
が
魚
に
造
ら
れ
'
決
し
て

一
部
の
人
間
に
之
を
私
せ
し
ゆ

ん
が
鳥
に
造
ら
れ
た
る
も
の
で
は
な
い
'
換
言
せ
ば
全
世
界
は
全
人
類

の為
に
閑
放
せ
ら
る
べ
き
で
'

1
部
の
人

間
が
此
虞
に
排
他
的
の
縄
張
地
苛
を
設
け
'其
の
地
域
内
に
於
け
る
天
輿
の
資
源
は
自
ら
も
充
分
之
を
開
発
せ
ず
､

叉
人
を
し
て
も
之
を
開
発
せ
し
め
や
と
云
ふ
が
如
き
事
は
'
被
れ
欧
米
人
等
の
常
に
口
に
す
る
｢
人
類
愛
｣
に
反
す

る

1
大
罪
窓
と
辞
せ
ざ

る
を
得
な
い
'

=

侭
令
今
日
に
至
る
迄
の
内
外
に
封
す
る
諸
種
の
関
係
及
び
閥
家

の
威
信
に
関
す
る
等
の
粘
よ
-
'
其
の
領
土
主
権
は
退
か
に
之
を

如
何
と
も
為
す
能
は
ざ
る
事
情
あ
り
と
し
て

も
'少
-
と
も
各
国
の
植
民
的
地
域
に
於
け
る
富
源
の
開
発
及
び
之
が
利
用
に
は
､自
他
の
別
な
-
各
国
人
を
し
て

凡
･-･･

号

H
irit
旧
キ

ノ
al
7.i
"

J
や
ら
･り
r.
袴
輔
車
.#
椎
は
或
問
Li
蹄
騰
す
る
-
其
の
富
佃
の
関
毅
に
は
各
閥
人
を

し
て
之
に
参
加
せ
し
む
る
横
合
を
輿

へ
て
こ
そ
つ
初
め
て
腐
大
な
る
植
民
的
地
域
の
開
磯
利
用
を
完
ふ
す
る
串
が

出
水
る
も
の
と
言
ひ
得
よ
う
'
然
る
に
現
今
各
閲
の
状
勢
は
仝
-
之
に
反
し
'
甚
し
き
に
至
-
で
は
全
米
主
義
･

全
英
主
義
･自
濠
主
義
･白
阿
主
義
等
の
城
壁
を
高
-
し
て
'
其
の
門
戸
を

一
層
狭
除
な
ら
し
め
ん
と

し
っ
～

あ

る
'
近
時
国
際
的
に
人
口
問
題
の
解
決
を
試
み
ん
と
す
る
主
旨
よ
-
'
閲
際
人
口
合
議
の
開
催
を
見
る
に
至
れ
る

こ
と
は
絢
に
喜
ぶ
べ
き
事
の
よ
う
で
あ
る
が
'
各
国
が
上
に
些
へ
た
る
鮎
に
異
に
日
間
む
る
時
の
凍
る
迄
は
'
根

本
的
に
問
題
の
解
決
部
を
見
出
し
得
な
い
で
あ
ら
う
'
･

…
異
理
に
忠
な
ら
ん
と
す
る
者
は
又

『
全
世
界
は
全

人
類
の
開
費
利
用
に
委
ね
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
』
と
の
単
純
な
る
真
理
の
賓
現
の
烏
に
'
最
善
の
努
力
を
捧
ぐ

る
責
任
が
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
'
と
云
ふ
の
が
吾
人
の
主
張
の
要
旨
で
あ
る
.

植
民
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
就
で

第
凹
十
二
番

三
三
!

第

1
就

三

二

TT



柄
民
地
再
分
配
論
の
種
々

相
に
就
L
,

第
凹
十
二
雀

三

1
凹

第

1
班

三

円

然
る
に
最
近
欧
米
に
於
て
も
亦
新
睦
月
博
士
及
び
吾
人
の
主
張
に
類
す
る
詮
を
公
に
せ
る
者
の
現
は
る
ゝ
に
至

っ
た
こ
と
は
'
其
の
賓
現
の
可
能
性
如
何
は
姑
-
別
と
し
て
も
近
時
の

一
快
心
事
と
言
は
ざ
る
を
得
tl･t
い
'
例

へ

ば

エ
ド
ワ
ー
ド
∴

ク
ス
の
如
き
'

ラ
ム
ゼ
-
I
,,,
エ
ア
の
如
き
'

フ
ラ
ン
ク
･
サ
イ
モ
ン
ズ
の
如
き
'

ク
ル

リ

ッ

ヒ
ブ

ッ
ク
の
如
き
は
之
で
あ
っ
て
'
其
の
説
の
内
容
に
何
て
は
必
す
L
も
同

T
で
は
な
い
が
､
併
し
何
れ
も
皆
各

開
聞
に
公
や
な
る
資
舵
の
分
配
を

待

廿

し

7vn
ん

が

馬
に
､
現
存
の
大
開
は
激
し
-
其
の
東
成
的
地
域
の
報
分
配
を

葛
慮
す
る
必
要
が
｣

禦

心
と
論
じ

て
居
る
瓢
に
於
て
は
北
ハ適
雪
心
も
の
が
J

の
る
F
故
に
今
是
等
の

諸
説

の賓
旨
を
邪

介
し
て
東
許
を
試
み
享
つ
と
胤
ふ
｡

先
.づ
最
初
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ー
大
草
教
授
ウ
ル
-
ッ
ヒ
･
ノ
ッ
ク
の
詮
(鞘
雛

ル酢

1雪

詔

雌
琵

)
を
見
る
に
､
氏

の
説
は
其
の
根
柾
に
於
て
人
種
的
差
別
観
を
包
蔵
L
t
黒
人
と
白
人
と
は
之
を
隔
離
し
て
異
な
れ
る
地
方
に
居
任

せ
し
ひ
る
事
が
必
要
で
あ
-
､
又
是
等
両
人
種
の
植
民
地
は
地
理
的
に
も
政
治
的
に
も
東
細
亜
民
族
の
侵
略
を
受

け
ざ
る
様
警
戒
す
る
と
共
に
'
黒
白
両
人
種
も
亦
東
細
亜
民
族
の
勢
力
圏
内
を
妄
-
に
侵
す
こ
と
LIb
き
様
心
懸
け

ね
ば
な
ら
ぬ
t
と
云
ふ
鮎
に
於
で
先
づ
他
の
論
者
と
異
な
れ
る
朗
が
あ
り
'
又
僻
民
地
の
再
分
配
に
付
で
も
主
と

し
て
猫
･伊
南
図
の
植
民
閥
と
し
て
の
地
位
の
回
復
又
は
向
上
に
重
心
を
置
き
ー
結
局
是
等
の
南
開
は
英
･悌
二
閲

と
相
伍
し
て
鵜
民
的
張
閥
の
列
に
加

へ
ら
れ
ね
は
な
ら
ぬ
と
し
て
'
巧
妙
な
る
嘗
憶
を
用
ひ
て
此
の
関
係
を
説
明

し
て
日
-
'
欧
洲
の
動
乱
危
機
の
原
因
は
､
恰
-
四
脚

の
支
持
に
依
-

て
安
定
を
保
つ
べ
き
卓
子
が
'
共
の

1
脚

は
切
去
ら
れ
他
の

一
脚
は
顛
き
に
過
ぐ
る
が
為
に
安
定
を
得
ざ

る
と
何
等
揮
ぶ
所
が
な
い
'
故
に
此
の
二
脚
を
他



の
二
脚
と
同

7
な
ら
し
ひ
る
こ
と
'

換
言
せ
ば
燭
･伊
の
南
開
に
他
の
二
大
植
民
園
と

同
列
の
地
位
を
輿
ふ
る
こ

と
が
欧
洲
を
安
定
せ
し
む
る
要
訣
で
あ
る
と
論
じ
､
主
と
し
て
阿
弗
利
加
に
於
け
る
各
国
の
植
民
地
の
再
分
配
を

地
珊
学
的
の
見
地
よ
-
場
所
的
に
指
示
し
'
其
の
指
示
の
如
-
に
植
民
地
を
分
配
整
理
す
る
を
得
ば
'
欧
洲
の
植

民
閥
は
苗
に
勢
力
の
均
衡
を
得
て
平
和
を
確
保
す
る
こ
と
を
得
べ
-
'
此
-
し
て
欧
米
人
種
の
世
界
的
優
越
性
を

保
持
す
る
こ
と
が
出
凍
る
と
結
論
し
て
居
る
｡

併
し
彼
れ
は
唯
欧
洲
の
み
の
平
和
を
恩
ふ
に
急
に
L
T
t
之
よ
り
も
史
に

7
暦
重
大
な
る
世
界
の
平
和
を
確
保

せ
ん
が
烏
に
は
､
人
種
的
差
別
軌
の
如
き
は
之
を
親
板
よ
-
打
破
L
t
欣
米
民
族
も
市
細
亜
民
族
も
植
民
地
の
再

I.p
把
と
云
ふ
い
如
き
札
筑
旺
dEm
n
F
.叩
D
呆
章
二
右
u
}
り
周
桑

qL
,TT･卜
72
LilbiJii
甘
夏
こ
す
L
.ま
T
L'し
ぎ
)
t51
,N
･i

を
受
-
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
に
其
の
立
論
の
基
礎
を
置
か
な
か
っ
た
こ
と
が

一
大
鉄
瓶
で
あ
-
'
又
侶
-

に
彼
れ
の
提
案
の
如
き
結
果
が
賓
現
せ
ら
れ
た
-
と
せ
ば
'
世
界
の
状
勢
は
今
日
よ
-
も
更
に
険
悪
と
な
-
'
人

種
的
の
聞
事
に

7
暦
の
拍
車
を
か
-
る
に
至
る
こ
J
J
は
想
像
す
る
に
難
-
な
い
'
要
す
る
に
彼
れ
の
詮
は
准
民
閲

と
し
て
の
日
間
の
過
去
の
地
位
の
回
筏
を
の
み
念
J
J
せ
る
偏
狭
な
る

7
種
の
我
利
詮
で
あ
る
と
稀
し
て
も
不
可
な

-
'
人
類
敢
骨
の
平
和
の
確
保
を
目
的
と
せ
る
植
民
地
再
分
配
論
の
叔
本
義
よ
-
せ
ば
'
殆
ど

1
席
の
債
値
だ
も

な
き
僻
誼
で
あ
る
と
許
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

次
に
フ
ラ
ン
ク
･
サ
イ
モ
ン
ズ
の
説
(鮎

針
鮎

酎

禦

一.1影

酎
i
)
の
要
旨
は
'
平
和
な
る
語
は
現
状
維
持
を

以
て
満
足
せ
る
閲
が
'
其
の
状
態
を
特
損
せ
し
め
ん
が
馬
に
之
が
方
便
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
'
又
戟
帝
な
る
語
は

植
民
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
裁
て

第
四
十
二
沓

三
7
五

第

1
凍

三
1五



植
民
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
就
て

第
凹
十
二
巻

≡

六

第

1
拡

三
t六

･
平
和
候
約
の
犠
牲
と
な
れ
る
閲
が
'

共
の
不
公
平
に
し
て
且
屈
辱
的
な
る
取
扱
よ
り
免
れ
ん
と
す
る
唯

一
の
手
段

と
し
て
利
用
せ
ら
る
～
に
至
っ
た
'
従
で
闘
際
聯
盟
は
最
早
世
界
各
閥
の
聯
盟
で
は
汁
.
-
し
て
'
現
欺
維
持
を
以

で
浦
足
せ
る
園
の
一
代
理
機
関
た
る
に
過
ぎ
ざ

る

こ
と
ゝ
な
っ
た
t
l
九
三

l
年
の
楓
洲
事
歩
は
『
戦
争
は
最
大

の
罪
悪
な
-
』
と
の
従
水
の
考

へ
を
日
本
に
依
り
て
打
破
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
'
故
に
本
家
よ
-
せ
ば
円
本
の
斯

か
る
行
軸
に
対
し
て
通
常
の
庭
草
好

講
じ
'
以
て
世
界
の
中
和
を
保
障

す
べ
き
滝
務
が
噺
盟
に
在
っ
た
の
で
あ
る

･
･
.
･
【
-

lL

l

｢
.

/

･
‥
1J
]た
こ
ブ
ク
･lTr･
L
A-
日割
(̂
廷
臣

P
L'.LJl打
r
L
一im
tJn,
失
心
5

二

.l
l､
榔
叩
EL
T･Y州

.J新
帝
..(.t･.
7.iJ
Lト
LF
.

〓
十
∴
･-
∴
‥
..･
ニ
ト
∵
?.'#
･7
,(]･;
■L
∴
'
∵
,.:n
f
･.1;'ル蒜
.Y,±
･て
''･
M
.1
-lTL
∴

準

備
･伊
等
の
海
軍
国
が
立
っ
て
日
本
に
制
裁
を
加
ふ
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
'
此
-
し
て
歯
隙
聯
盟
の

任

務

は
失
敗
に
終
っ
た
の
で
あ
る
が
'

此
の
失
敗
を
繕
ろ
は
ん
が
烏
に
彼
等
は
東
洋
の
事
情
は
欧
洲
の
事
情
と
異
な

-
'
又
日
本
の
道
徳
は
西
洋
の
道
徳
を
以
て
律
す
る
こ
と
は
出
水
ね
と
云
ふ
事
を
以
て
'
此
の
事
件
を
有
耶
無
耶

に
葬
り

去
っ
た
の
で
あ
る
'
然
る
に
翌

l
九
三
二
年
に
至
り
で
国
際
聯
盟
は
欧
洲
に
於
け
る
問
題
の
鳥
に
第
二
の

試
鎌
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
こ
と
～
な
っ
た
'
即
ち
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
平
和
催
約
は
掬
逸
に
勤
し
で
の
み
茸
備
の

縮
小
を
要
求
し
Ll
が
'

1
九
二
六
年
に
猫
過
が

聯
盟
に
加
盟
し
て
以
凍
此
の
軍
備
問
題
が
骨
に
問
題
と
な
-
L

も
'
怖
閲
が
掬
逸
の
意
見
に
耳
を
籍
き
ざ
-
し
為
に
'
蓬
に
1)
ツ
ト
ラ
ー
を
し
て
敢
然
親
閲
の
烏
に
立
Ll
ざ
る
を

得

ざ
ら
し
め
た
'
蓋
し
現
在
の
如
き
屈
辱
的
の
平
和
に
甘
ん
す
る
よ
-
は
寧
ろ
戦
車
を
揮
ば
ん
と
す
る
闘
民
の
'

現
状
打
破
の

一
路
は
唯
軍
備
あ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
'
此
の
如
-
し
て
列
強
中
日
･掬
･米
の
三
園
が
或
は

聯
盟
を
脱
退
し
或
は
最
初
よ
-
之
に
加
盟
せ
ざ
る
が
負
に
'
聯
盟
は
所
謂
各
図
の
聯
合
的
意
塩
の
代
表
者
た
る
資

で

,
一
■
一

I

tt
t



格
を
失
ふ
に
至
っ
た
'
史
に
又
伊
太
利
は
聯
盟
加
盟
問
と
は
謂

へ
決
し
て
忠
茸
な
る
聯
盟
主
義
の
遵
奉
者
で
あ
る

と
は
言

へ
な
い
に
拘
ら
ず
'
聯
盟
は
之
に
封
し
て
今
や
如
何
と
も
為
し
能
は
ざ
る
状
態
に
在
る
'
戦
勝
国
が
戟
敗

因
を
遇
す
る
に
今
少
し
-
寛
容
の
心
懸
け
を
以
て
し
た
な
ら
ば
､
近
時
次
第
に
其
の
勢
力
を
挽
回
し
凍
れ
る
戦
敗

閲
も
､
哉
季
防
止
の
目
的
の
為
に
彼
等
の
奮
敵
と
提
携
せ
ん
と
す
る
横
倉
を
見
出
し
Ll
で
あ
ら
う
に
今
は
虹
に
遅

L
で
あ
る
'
日
本
が
溝
洲
車
重
を
'
伊
太
利
が

エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
を
'
又
狗
逸
が
ク
ク
ラ
イ
ナ
問
題
を
起
す
時
代

と
な
-
て
は
'
人
種
的
の
結
合
と
か
軍
事
的
の
保
障
に
依
っ
て
滑
水
の
平
和
を
確
保
せ
ん
と
す
る
が
如
き
こ
と
は

恩
ひ
も
よ
ら
ぬ
尋
で
あ
っ
て
'
問
題
の
中
心
は

l
に
か
～
つ
て
其
の
国
の
経
済
的
猫
立
の
能
不
能
に
在
る
と
云
ふ

b
l賓
超
を
葡
し
た
い

誘
発
肇
禍
に
乏
し
き
日
･狗
･伊
の
三
閲
は
世
界
的
不
況
の
影
響
に
加
ふ
る
に
各
閲
の
関
税

-
･J･AJ_
A
I_
ノ
A
-
1
JI-
t■し.TJヽ
LJ.L
l･】ヽ
.

政
策
其
の
他
諸
種
の
封
外
政
策
の
偽
に
苫
項
に
陥
れ
る
結
果
'
園
外
征
服
の
容
に
出
づ
る
に
あ
ら
す
ん
は
園
内
の

共
産
禍
を
免
る
能
は
ざ
る

こ
と
～
な
っ
た
､
然
る
に
英
米
南
開
が

現
今
の
如
-
に
天
然
資
源
の
豊
富
に
加
ふ
る

に
各
種
の
農
業
上
の
要
素
を
具
備
す
る
こ
と
を
得
た
る
所
以
は
'
仝
-
過
去
に
於
て
現
に
日
本
が
支
那
に
'
伊
大

利
が
阿
弗
利
加
に
'
又
燭
逸
が
欧
洲
の
東
南
部
に
計
量
し
っ
～
あ
る
も
の
と
同

1
の
計
重
を
苦
行
し
写

る
結
果
に

他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
､
既
に
満
足
を
得
た
る
彼
等
は
今
後
戟
事
に
依
-
て
何
等
の
利
益
を
･o
期
待
し
得
ざ
る
事
を

知
る
や
'
日
･猟
･伊
等
に
封
し
て
も
戦
車
は
最
大
の
罪
悪
な
-
と
の
主
張
の
下
に
極
力
其
の
回
避
に
力
め
'
是
等

の
国
民
を
し
て
満
た
さ
れ
ざ
る
現
在
の
状
態
の
下
に
涌
足
せ
し
め
ん
と
努
め
つ
～
あ
り
'
従
て
是
等
の
国
民
の
生

前
民
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
就
て

第
四
十
二
巷

三
1
七

第

T波三
一七



植
属
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
就
て

第
四
十
二
啓

三

l

八

第

1
拡

三

l
人

情
標
準
は
次
第
に
低
下
し
'

封
内
的
に
も
危
機
に
直
面
し
っ
～
あ
る
現
状
に
在
る
､
故

に
日
･
猫
･伊
の
三
園
を
し

て
再
び
吾
人
の
協
か
者
た
ら
し
ひ
る
に
は
p
先
づ
彼
等
に
経
済
的
碗
立
の
保
障
を
輿
ふ
る
事
が
何
よ
り
も
急
務
で

あ
っ
て
'
之
な
き
以
上
は
其
の
協
力
は
望
み
柑
な
い
t
と
云
ふ
の
が
彼
れ
の
意
見
の
大
要
で
あ
る
｡

被
れ
の
所
説
は
時
に
矯
政
に
失
す
る
嫌
ひ
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
'
前
掲
ノ
ッ
ク
の
欧
米
中
心
主
義
若
-
は
白
九

優
越
p#
L義
の
僻
論
に
比
較
せ
ば
;
八
を
し
て
膏
満
ゼ
し
む
る
に

足
る
風
力
4
-
LiS
い
'
併

し

此

の

如

n-7-･主
旨

に
位

川1･t
.ト‥~
一JL
'L

-
て
所
謂
｢
持
て
る
国
民
｣
の
白
発
心
を
促
し
P
殻
等
の
現
に
猫

占
し
っ
1
｣の
ろ
材
屈
地
富
肝
の
分
配

弊
琴

.rJ
断
行

せ
し
め
'
以
て
｢
持

た
ぎ
る
国
民
｣
に
経
済
的
燭
立
の
横
倉
を
輿

へ
ん
と
す
る
が
如
き
事
は
､
現
に
開
か
れ
つ
)1
あ

る
軍
縮
食
詰
の

l
殻
的
傾
向
等
よ
-
推
し
で
も
'
近
さ
牌
衆
に
殆
ど
期
盟
を
嘱
し
得
な
い
様
に
凪
は
る
Ĵ
｡

更
に
ラ
ム
ゼ
イ
･
",
ユ
ア
の
所
論

(新
郎
整

配
酢
㌢
前

節

酢
ン
)
の
要
旨
は
'
亨

J
し
て
日
･猫
･伊
の
三
岡

の
現
状
を
以
て
立
論
の
封
象
と
な
し
'
是
等

の

三
国
は
人
口
の
増
加
に
的
ら
す
閣
内
に
於
け
る
資
源
は
到
底
其
の

要
望
を
充
た
す
に
足
ら
ず
'
故
に
他
聞
と
の
通
商
貿
易

に
依
-
て
其
の
故
旧
を
都
は
ん
と
し
っ
～
あ
る
も
､
他
図

は
閲
枕
障
壁
里
向
-
し
て
彼
等
の
期
望
を
容
る
ゝ
こ
と
を
為
さ
や
'
又
其
の
過
剰
人
口
に
封
し
て
も
未
開
の
領
土

の
世
界
の
各
地
に
穫
存
せ
る
に
拘
ら
す
.移
民
制
限
の
城
壁
を
設
け
て
之
が
移
住
を
拒
み
つ
ゝ
あ
-
'故
に
是
等
の

三
国
の
立
場
よ
り
せ
ば
閲
際
中
和
の
確
保
を
目
的
と
し
て
設
立
せ
ら
れ
た
る
国
際
聯
盟
は
'
恰
も
現
欺
維
持
の

一

機
関
に
過
ぎ
ざ

る
が
如
き
威
が
あ
ら
う
'
而
し
て
現
状
維
持
は
彼
等
に
と
-
T
は

死
刑
の
官
宙

に
も

比
す
べ
き

で
'
此
の
如
き
不
合
理
を
矯
正
し
て
彼
等
の
正
常
な
る
要
求
に
謄
じ
得
べ
き
造
を
開
-
に
あ
ら
す
ん
は
､
圃
際
聯



盟
は
蓬
に
失
敗
に
路
ら
ざ
る
を
符
な
い
'
此
の
閣
際
的
不
安
を
除
去
せ
ん
が
免
に
は
未
開
の
富
海
を
有
せ
る
閲
は

之
を
各
闘
民
に
平
等
に
開
放
す
る
覚
悟
を
要
す
べ
-
'
然
ら
ず
ん
ば
戟
零
の
惨
禍
を
鶴
推
せ
し
む
る
こ
と
は
不
可

-ヽ

-

能
で
あ
ら
-
'
而
し
て
之
を
各
問
民
に
中
等
に
開
放
す
る
方
法
と
し
て
は
'

一
迫
純
自
由
制
度
の
確
立
'
二
移
民

･/

･/

ーヽ

自
由
制
度
の
箕
行
'
三
関
際
不
安
の
除
去
に
封
す
る
各
圃
民
の
協
力
t
の
三
を
馨
げ
る
こ
と
が
出
凍
る
､
蓋
し
閥

nⅦ■川じ

際
通
商
の
自
由
に
し
て
賓
現
せ
ら
れ
ん
か
人
口
の
密
な
る
園
は
之
に
依
-
て
其
の
快
乏
せ
る
資
源
を
充
L1
す
こ
と

を
村
べ
-
'
移
民
自
由
の
制
度
に
し
て
宜
行
せ
ら
れ
ん
か
人
口
の
重
厘
に
苦
め
る
国
は
之
に
依
り
て
其
の
苦
痛
を

減
や
る
こ
と
を
得
る
と
共
に
'

叉
人
口
の
稀
薄
Lj,る
園
は
之
に
依
り

て
世
界
の
文
化
に
貢
献
す
る

こ
と
が
出
家

.

.
L
"
-I-
)
二
)
一r
.1L
L
fTT.]ii!
)
一､
二
-j･二
.王
4J､⊃
Iird
子
i
j
ノ
.u
JfA
T,お
り
賢
二
胆
ざ
る
.I(;
L
と
醇
も
,｡
街

く
も
園

際
中
和
を
念
と
せ
ば
之
が
貨
現
を
持
て
他
に
途
は
な
い
で
あ
ら
-
i
今
日
よ
-
見
れ
ば
猫
立
闘
家
を
組
織
す
る
資

格
を
有
せ
ざ

る
熟
碍
植
民
地
に
勤
し
で
も
'
委
任
統
治
制
度
設
定
の
常
時
に
該
制
度
を
適
用
す
べ
か
-
し
も
の
と

皿
は
る
Ĵ
も
'
其
の
常
時
は
此
の
如
き
考

へ
を
さ

へ
懐
-
者
が
な
か
っ
た
'

一
九
二
三

年
の
共
闘
の
保
護
関
税
制

度
は
人
口

の重
暦
と
資
源
の
映
乏
に
苦
み
つ
～
あ
る
他
国
に
勤
し
で
､
英
国
の
勢
力
圏
内
に
放
け
る
資
源
に
は
他

聞
は
裾
封
的
に
之
に
琴
づ
-
こ
と
を
許
さ
す
と
の
宣
言
を
点
し
L
iと
同

l
で
あ
る
'
若
し
間
際
聯
盟
の
保
護
の
下

に
掬
立
国
家
を
組
織
し
解
ざ
る
仝
熱
帯
植
民
地
に
委
任
統
治
制
度
を
施
行
し
て
'
其
の
通
商
貿
易
を
各
国
に
自
由

に
開
放
す
る
こ
と
.官
符
た
な
ら
ば
'
植
民
地
住
民
の
反
動
あ
る
に
拘
ら
す
或
地
方
を
淘
逸
又
は
伊
太
利
に
輿

へ
ん

と
す
る
よ
-
も
遠
に
賢
明
な
る
方
法
た
る
に
相
違
な
い
'
蓋
し
此
の
如

-
せ
ば
自
ら
植
民
地
を
獲
た
る
よ
-
も

一

帖
民
地
再
分
配
論
S
種
々
相
に
祝
で

第
四
十
二
容

三
l九

第

1
耽

三

九



桁
民
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
試
て

第
川
十
二
容

三
二
〇

第

l
班

三
二
〇

暦
大
な
る
通
商
貿
易
の
横
合
かJ
狩
る
こ
と
が
出
凍
る
か
ら
で
あ
る
'

頼
民
地
を
翠
に
吾
人
の
利
益
の
為
に
の
み
利

用
せ
ず
し
て
全
世
界
の
利
率
3
馬
に
開
放
す
る
こ
と
は
'
例
を
共
闘
に
と
り
で
見
る
も
何
等
自
国
の
利
益
を
犠
牲

に
供
す
べ
き
串
を
張
ふ
る
も
の
で
は
tIt
-
し
て
'
唯
過
去
の
失
策
を
修
正
し
て
倖
統
的
の
通
商
政
策
に
立
ち
蹄
ら

し
む
る
に
過
ぎ
ぬ
.
云
々
と
.

i･,･
エ
ア
の
指
摘
す
る
が
如
-
現
在
の
間
際
嘩
盟
は
､
事

･仰山
上
三

二
の
大
朋

鮎
に
現
状
維
持
J
Ati
J

以

丁
問

際
中
和
の

l

る
限
-
は
到
底
共
の
目
的
を
達
し
柑
ざ
る
仝
熱
帯
柄
民
地
の
委
任
統
治
の
如
き
は
､
彼
等
の
鵜
木
簡
紺
に
反
す
る

用
土
-
大
国
側
が
之
を
承
諾
す
る
こ
と
は
茸
際
問
題
と
し
て
は
望
み
を
嘱
し
得
な
い
で
あ
ら
う
'
欧
に
共
の
鵜
本

精
神
に
於
で
相
容
れ
ざ
る
闘
際
聯
盟
の
保
護
の
下
に
破
れ
の
理
想
を
茸
現
せ
し
め
ん
と
す
る
が
如
き
蔀
は
､
其
の

事
白
腔
に
於
で

1
の
矛
盾
が
あ
る
と
稗
せ
ざ
る
を
得
な
い
'
故
に
彼
れ
の
理
想
を
現
箕
化
せ
ん
と
欲
せ
ば
'
先
決

問
題
と
し
て
二
三
の
大
開
の
伐
偶
に
過
ぎ
ざ
る
現
在
の
国
際
聯
盟
の
根
本
的
改
革
を
聖

二ロ
す
る
方
が
よ
-
急
務
で

あ
ら
ね
は
な
ら
ぬ
､

現
在
の
国
際
聯
盟
の
組
織
を
其
の
俺
と
し
て
之
に
彼
れ
の
押
憩
を
賓
行
せ
し

め
ん
と
し
て

も
'
夫
れ
は
網
tIb-
し
て
魚
を
捕

へ
ん
と
す
る
に
等
し
-

1
種
の
容
怨
に
経
ち
ざ
る
を
得
な
い
｡

最
後
に
ユ
ド
-

ド
･
,
lゥ芸
説
(拙
軸
酎

酢

斯
新

堀
茄

)
-

･準

伊
の
三
岡
を
封
象
と
し
て
其
の
所
信

を
述
べ
て
居
る
鮎
に
於
で
は
ミ
ユ
ア
に
似
た
る
所
が
あ
る
が
'
彼
れ
は
",
エ
ア
よ
-
も

一
層
張
-
人
の
心
を
引
付

け
る
論
期
の
鏡
さ
を
持
っ
て
居
る
'
今
共
の
要
旨
を
紹
介
せ
ば
七
･-
･･･伊
大
利
は
膨
脹
す
る
か
然
ら
ざ
れ
ば
爆
費



せ
ざ
る
を
得
な
い
と
は
嘗
て
ム
ッ
ツ
リ
ー
三
の
公
言
し
た
桝
で
あ
る
が
'
若
し
今
次
の
阿
弗
利
加
遠
征
の
容
に
し

て
成
功
せ
ん
か
､
伊
大
利
は
欧
洲
に
於
て
爆
番
す
る
こ
と
を
免
れ
阿
弗
利
加
に
於
て
膨
脹
す
る
で
あ
ら
-
'
而
し

て
此
の
ム
ッ
ソ
J>
-

二
の
言
は
現
在
の
猫
逸
及
び
日
本
に
も
常
咲
よ
る
も
の
で
あ
る
と
禰
し
て
可
い
'
元
凍
政
治

家
は
口
を
開
け
ば
天
恵
に
薄
き
日
･鴻
･伊
等
は
人
口
問
題
の
鳥
に
も
亦
資
源
問
題
の
馬
に
も
'

一
定
の
場
所
を
必

要
と
す
べ
き
事
を
訟
め
て
居
る
が
'
英
･
米
,悌
･露
等
の
大
開
は
不
幸
な
る
是
等
の
諸
閲
に
封
し
て
怪
に
植
民
地

の
残
梓
を
輿

へ
て
居
る
に
過
ぎ
ぬ
'
従
て
怜
悲
･猫
疑
･経
済
難
等
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
平
和
候
約
後
荷
々
と
し
て

起
-
凍
-
'
伊
大
利
の
如
き
は
燭
過
が
仝
植
民
地
を
地
棄
し
た
る
に
拘
ら
ず
虹
約
の
植
民
地
さ
へ
之
を
受
け
得
L･t

l
つ
lF';
Tx.TT
ii･1̂
軒
選
り
S
･F7転
撒
･､
北
壷

ば
ら
爪
i
l5
.い
m
IT･LJ伏
抗
で
あ
る
､
折
い
る
活
私

-
L
で
開
塾
こ

J人
1,
rLー

]′
一‥ほ‥.-は
,ノ
′し
1lT
lj二
.L
イ♪

一

｡

甘
んI】ー
r
～
T･g-
J
一
rtノ
｣-ノ

･I-
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･
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･
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は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
出
で
'
伊
太
利
に
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
立
っ
て
欧
洲
に
波
潤
を
捲
超
し
p
日
本
は
又
過
剰
人
口

及
び
其
の
貨
物
を
最
も
容
易
且
有
効
に
迭
出
し
得
べ
き
通
路
を
求
む
る
こ
と
～
な
っ
た
'
故
に
是
等
の
三
大
闘
民

の
熱
烈
な
る
要
求
が
容
れ
ら
れ
ざ
る
限
-
は
'
世
界
の
安
定
は
之
を
望
み
得
な
い
'
若
し
掬
過
が
嘗
て
の
敢
闘
の

委
任
統
治
の
下
に
在
る
植
民
地
を
回
復
し
得
iJ
t･t
ら
ば
､
恐
-
は
其
の
憤
-
が
解
け
る
で
あ
ら
-
'
個
食
戦
略
上

又
は
其
の
他
の
甥
由
よ
-
還
付
し
難
い
地
方
が
あ
-
と
し
で
も
'
掲
逸
の
正
曹
な
る
要
求
は
何
等
か
の
方
法
に
依

り
て
之
を
容
る
～
途
が
あ
る
で
あ
ら
う
'

燭
･伊
南
閲
を
浦
足
せ
し
ひ
る
こ
と
は

如
何
な
る
候
約
又
は
協
約
に
も

倭
-
て
世
界
の
平
和
の
最
も
有
効
な
る
保
障
で
あ
る
'
更
に
日
本
の
問
題
は

1
暦
直
接
の
影
響
が
あ
る
､
多
-
の

西
洋
人
等
は
日
本
人
を
以
て
重
大
な
る
固
際
問
題
を
惹
起
す
人
間
の
如
-
に
考

へ
て
居
る
'
中
央
欧
雁
巴
が
紛
擾

植
民
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
就
て

第
四
十
二
番

三
二二
第

1
戟

三
二
l



植
民
地
再
分
配
論
の
種
々
和
に
就
て

第
四
十
二
番

三
二二
第

1
戟

三

三
1

の
根
源
地
Ll
る
こ
と
は
何
人
も
認
ひ
る
所
で
あ
る
が
'
平
和
の
維
持
に
汲
々
た
る
大
国
の
存
在
す
る
限
-
此
の
方

面
に
於
け
る
困
難
は
局
地
的
に
制
限
す
る
こ
と
が
出
家
よ
う
'
併
し
日
本
の
場
(
=
は
之
と
異
な
-
て
如
何
と
も
す

る
こ
と
が
出
水
ぬ
'
日
本
は
共
の
指
導
者
等
が
自
問
の
大
目
的
の
為
に
有
利
で
あ
る
と
考

へ
る
時
は
'
如
何
な
る

政
党
と
雄
も
之
を
宜
行
す
る
こ
と
を
梼
賭
し
LIb
い
'
之
を
琵
明
す
べ
き
大
な
る
事
賓
を
吾
人
は
現
に
目
撃
し
て
居

る
･E
其
の
山
は
H
本
が
行
動
の
自
由
恕
得
ん
が
偽
に
閲
際
聯
脱
を
脱
過
し
に
解
で
あ
-
i
其
の
二
は
ワ
シ
ン
･L
;〟

海
港
使
約
を
更
新
す
る
意
瓜
が
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
通
告
し
た
事
で
あ
る
'
日
本
が
東
洋
に
放
て
支
配
的
勢
力
を

得
ん
と
す
る
班
由
は
諒
解
が
出
凍
る
の
み
な
ら
す
､
其
の
限
-
あ
畠
国
土
内
1i二
密
集
せ
る
人
口
に
勤
し
で
も
通
常

な
る
出
口
を
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
'
地
球
上
に
は
侍
は
盛
大
な
る
荒
蕪
地
の
壊
れ
る
も
の
が
あ
る
に
拘
ら
ず
'

何
が
故
に
日
本
人
を
し
て
之
を
生
産
の
目
的
の
偽
に
利
用
せ
し
め
で
人
類
の
富
と
幸
福
と
を
増
進
せ
し
め
な
い
の

で
あ
る
か
'
此
の
如
き
事
は
狭
且苧
孤
立
且
全
然
利
己
的
見
解
の
み
に
依
り
て
左
右
せ
ら
る
～
が

如
き
状
態
の
下

に
於
で
は
､
決
し
て
成
就
し
得
る
も
の
で
は
な
い
'
若
し

米
閥
民
及
び
他
の
闘
民
が
不
明
に
し
て
自
閉
本
位
の

利
己
主
義
に
立
脚
せ
る
政
策
の
み
を
貴
行
せ
ん
と
せ
ば
必
す
失
敗
に
終
る
で
あ
ら
う
'
燭
逸
は
ド
ル

ン
の
亡
命
者

前
皇
帝
が
｢
良
好
な
る
場
所
｣
と
呼
べ
る
も
の
を
回
復
す
る
迄
は
満
足
せ
ぬ
で
あ
ら
う
､
又
欧
洲
の
緊
張
欺
態
は
ム

ッ

ソ

リ
ー
ニ
の
帝
国
主
義
的
要
望
が
阿
弗
利
加
に
於
で
達
成
せ
ら
る
J,
横
倉
を
得
る
に
非
や
ん
ば
'
新
LJ,る
不
群

事
を
惹
起
す
で
あ

ら

う
､

日
本
は
英
の
熱
烈
な
る
要
求
が
改
め
ら
る
～
迄
は
鎮
静
せ
ね
で
あ
ら
う
'
殆
ど
世
界

を
偏
有
し
て
居
る
と
栴
し
て
も
美
文
な
き
英
･傭
･露
･米
等
の
大
開
は
､
今
や
人
類
は
｢
持
て
る
者
は
典

へ
ら
れ
'



拝
た
ぎ
る
者
は
其
の
持
て
る
物
を
も
奪
は
る
ぺ
し
｣
と
云
ふ
古
き
蔭
の
み
に
依
-
て
支
配
せ
ら
る
～
も
の
で
な
い

と
云
ふ
事
を
悟
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
'
是
等
の
諸
国
は
現
在
の
世
界
の
状
勢
に
適
合
せ
る
候
件
を
以
て
伊
太
刺
･燭
逸

及
び
日
本
を
過
し
'
且
世
界
の
植
民
地
資
派
の
通
常
な
る
分
配
に
輿
か
ら
ん
と
す
る
彼
等
の
主
張
を
承
認
す
べ
き

で
'
列
強
中
多
-
を
持
て
る
問
が
持
ill
ざ
る
閥
に
共
の
持
て
る
物
を
分
配
す
る
決
心
あ
る
に
あ
ら
ざ
れ
は
'
世
界

は
遂
に
混
乱
と
破
滅
の
迦
命
を
免
る
～
こ
と
を
得
な
い
t
と
云
ふ
の
が
彼
れ
の
誼
の
要
旨
で
あ
る
.

pl
ク

ス

の
説
は
前
…塑
二
氏
の
説
に
比
較
す
る
時
は
種
々
の
灘
に
於
て
人
か
･JL
T
傾
乗
せ
し
ひ
る
に
足
る
も
の
が

■
J?
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1
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し

Ltj
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偏

地
屈
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<
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･
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偏
荒
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預
･V
詑
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メ
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N
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q
F
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柑

舛

J

.り

卜
煎

り

･7

初
が

け
効
く
J

mル諦
仲

よ
り
世
界
の
大
勢
を
洞
察
し
其
S
牌
裸
を
憂
慮
し
て
'

大
願
に
然
も
率
直
に
其
の
所
信
を
幹

白
せ
る
事
は

'群
鶴

中
の

一
鶴
た
る
が
如
き
戒
を
深
か
ら
し
む
る
も
の
が
あ
る
'
何
れ
に
し
て
も
植
民
地
資
旗
の
開
放
論
は
今
日
は
未

.L
'散
弾
に
も
此
す
べ
き
力
弱
き
も
の
で
は
あ
る
が
､
既
に
｢
持
て
る
者
｣
の
中
よ
-
共
の
数
馨
の
費
射
を
見
る
に
至

れ
る
以
上
は
'
此
億
之
を
葬
-
去
る
べ
き
で
は

t･6
-
し
て
'
束
珂
相
呼
臆
し
て
世
界
の
平
和
の
確
保
の
馬
に
又
人

類
の
福
祉
の
増
進
の
鳥
に
'
更
に
世
論
の
喚
起
に

一
歩
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ら
-
と
の
考

へ
よ
-
'
以
上
数
氏
の

所
説
の
要
旨
を
溜
介
す
る
と
共
に
之
に
勤
し
で
卑
見
を
附
加
し
た
次
第
で
あ
る
｡

(
十
二
月
十
昔

稿
)

椛
民
地
再
分
配
論
の
種
々
相
に
就
て

第
凹
十
二
容

三
二
三

第

l
弧

三
二
三


