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東
亜
民
族
の
形
成

i¥. 

東

亜

民

族

の

形

成

古
河

回

保

馬

戦
争
は
事
物
の
進
行
を
短
縮
す
る
。
例
へ
ば
日
本
の
産
業
の
殻
建
は
、

と
れ
を
自
然
の
進
行
に
委
せ
た
・
な
ら
ば
、
重
工
業
へ
の
一
時

換
の
た
め
に
少
く
も
二
三
十
年
を
要
し
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
僅
に
二
三
年
の
う
ち
に
略
ぽ
賓
現
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
何
と
い

っ
て
も
日
支
事
獲
の
力
で
あ
る
。
私
の
こ
与
に
述
べ
よ
う
と
す
る
東
亜
民
族
の
形
成
と
て
も
、
何
れ
は
歴
史
の
進
行
と
と
も
に
寅
現

せ
ら
る
べ
き
こ
と
で
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、

そ
れ
は
事
獲
の
作
用
に
よ
っ
て
、
近
い
帰
来
に
於
け
る
と
と
が
ら
と
左
り
つ
ミ
あ
る
。

今
や
、
支
那
海
は
一
の
湖
水
と
化
し
て
ゐ
る
。
此
湖
水
の
束
に
あ
る
日
本
列
島
は
、
よ
し
地
迎
撃
的
に
は
離
れ
離
れ
の
小
島
に
す

す
ね
に
し
て
も
、
枇
命
日
的
に
は
人
口
一
億
に
近
く
、
東
西
の
丈
化
の
融
合
を
貫
現
し
つ

L
あ
る
犬
陸
地
で
る
る
。
朝
鮮
蚕
潟
の
ニ
海

峡
は
飛
行
機
左
蹴
結
と
に
と
っ
て
海
水
を
征
服
し
た
地
映
で
あ
る
。

か
く
て
日
本
は
今
亜
細
亜
の
東
端
と
一
帯
を
た
し
て
ゐ
る
東
亜

地
域
を
構
成
し
、

そ
の
中
に
黄
色
の
水
の
南
北
支
那
海
を
湖
水
左
し
て
た
t
A

へ
て
ゐ
る
。

日
鮮
潟
支
蒙
の
諸
民
族
は
此
意
味
に
於
て

共
同
の
地
域
に
よ
っ
て
つ
友
が
れ
で
ゐ
る
。
以
前
か
ら
日
支
の
雨
民
族
を
得
し
て
、
同
種
同
文
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、

五
の
民
族
ー
と

て
も
さ
う
で
あ
る
。
部
も
彼
等
は
同
域
と
い
ふ
乙
と
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
ゐ
る
。
か
く
て
東
亜
の
諸
民
族
は
、
同
種
、
同
文
、
同
域



と
い
ふ
三
同
の
紐
帯
に
よ
っ
て
維
が
る
べ
き
宿
線
を
も
つ
で
、
今
日
桜
東
に
位
し
て
ゐ
る
。

理
性
の
液
計
と
い
ふ
こ
と
に
屡
と
岡
山
ひ
到
る
。

日
支
事
鑓
の
常
一
初
に
於
て
は
満
洲
事
費
の
跡
始
末
以
上
の
と
と
を
考
ふ
る
も
の
は

少
か
つ
古
ん
ら
う
。
北
支
に
仲
間
街
地
帯
含
作
っ
て
満
洲
園
の
治
安
を
確
保
し
、
進
み
て
は
北
支
に
日
本
の
商
憶
を
確
立
す
る
。

と
れ
位

の
こ
と
が
国
民
の
目
様
で
あ
る
か
に
見
え
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
、

日
本
の
事
餐
不
横
大
、
戦
医
局
限
の
方
針
に
も
拘
は
ら
、
ァ
、
支
那

は
北
ハ
民
族
主
義
に
掘
ら
れ
て
、
戦
局
撹
大
徹
底
抗
日
の
方
針
を
と
り
、
途
に
今
日
の
如
く
金
支
那
の
犬
宇
を
あ
げ
て
戦
説
の
巷
と
注

す
に
至
っ
た
。
而
し
て
、
町
一
品
初
消
倒
的
で
あ
る
か
に
見
え
た
日
本
の
目
標
を
勢
び
、
間
早
友
る
商
棺
確
立
、
北
支
の
治
安
維
持
を
こ
え
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平
時
は
日
本
の
支
任

と
し
で
、
そ
の
止
に
諜
せ
ら
る
べ
き
純
分
で
あ
ら
う
。
た
H
L

そ
れ
が
急
速
に
世
間
の
課
題
と
し
て
日
本
民
族
の
前
に
あ
ら
は
る
L
に

主
主
っ
た
の
は
、

一
に
支
那
の
徹
底
的
抗
戦
の
態
度
の
結
果
で
あ
る
。

日
本
は
首
初
戦
争
へ
の
深
入
を
さ
け
て
ゐ
た
に
も
拘
は
ら
や
、

途
に
今
日
の
事
態
に
ま
で
ふ
み
こ
ま
ざ
る
を
得
な
く
左
っ
た
。

そ
の
結
果
、
今
や
、
北
支
の
商
権
獲
得
の
如
き
は
決
し
て
事
件
の
中

心
を
た
ず
問
題
と
友
ら
や
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
論
な
く
、

日
本
は
今
や
束
班
諸
民
族
の
運
命
を
自
己
の
責
任
に
於
て
、
自
己
の

運
命
と
し
て
考
へ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
。
世
界
の
理
性
は
支
那
民
族
の
針
目
的
激
情
を
か
り
立
つ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の

歯
車
を
急
建
に
岡
崎
押
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

東
軍
の
諸
民
族
、
従
っ
て
日
浦
支
の
諸
国
民
は
そ
れ
ん
¥
一
の
民
族
を
た
す
と
と
も
に
、
ま
た
相
合
し
て
、
配
偶
義
に
於
け
る
一
民

族
、
印
ち
東
亜
民
族
と
い
ふ
超
民
族
を
形
づ
く
る
。

こ
れ
は
皐
な
る
思
想
の
岡
田
構
に
非
や
し
て
、
奥
へ
ら
れ
た
る
現
前
の
事
賓
で
る

東
亜
民
族
の
形
成

九



東
亜
民
族
の
形
成
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O 

る。

一
面
に
於
て
そ
れ
は
所
謂
生
命
共
同
枇
舎
で
あ
る
。

い
は
ピ
身
慌
的
生
理
的
に
即
ち
種
的
に
相
近
い
。
そ
の
聞
に
種
々
た
る
分

派
は
あ
る
に
せ
よ
、
之
を
白
人
、
黒
人
に
針
す
る
と
き
全
く
同
一
の
程
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
外
品
加
の
上
に
差
異
を
見
出
す
と
と

は
、
わ
れ
ら
自
身
に
と
っ
て
も
屡
と
困
難
で
あ
る
c

淡
い
と
は
い
つ
で
も
、

血
が
わ
れ
ら
を
結
び
つ
け
て
ゐ
る
c

そ
の
上
、
各
闘
を

た
て
ミ
幾
千
年
の
年
放
を
へ
て
ゐ
る
に
せ
よ
、
共
間
近
隣
の
地
域
に
す
み
、
別
し
て
最
近
は
交
通
機
関
の
設
迷
と
共
に
互
に
密
接
な

る
接
簡
を
保
勺
に
至
っ
て
ゐ
る
。

い
は
U

共
同
の
地
域
に
す
む
。
共
通
の
地
検
は
共
同
社
曾
の
結
束
を
愈
ミ
削
刷
新
な
ら
し
め
る
。
そ

の
土
に
、
文
化
の
共
同
が
各
民
族
を
結
ぴ
つ
凶
り
る
。
勿
論
一
言
語
は
同
じ
く
左
い
。

恥
れ
ら
の
そ
れ
と
支
那
の
そ
れ
と
り
、
文
章
の
椅

浩
に
於
て
す
ら
全
く
相
還
す
と
い
は
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
思
想
の
内
容
や
風
俗
、
信
仰
、
習
慣
、
と
れ
ら
の
も
の
を
通
じ
て
双
方
は

著
し
〈
相
似
で
ゐ
る
。
此
文
化
は
自
ら
一
種
の
共
同
枇
舎
を
作
り
上
げ
る
。
上
に
漣
ぺ
た
三
間
の
紐
帯
は
、
成
義
に
於
り
る
東
盟
民

族
を
支
持
す
る
に
十
分
な
る
も
の
で
あ
る
。
此
立
味
に
於
て
、
現
に
東
原
氏
族
が
あ
る
。

そ
れ
は
期
待
せ
ら
る
べ
き
帰
米
の
事
貨
で

あ
る
に
は
止
ら
ね
。

ーー

け
れ
ど
も
、
東
亜
民
族
は
皐
に
奥
へ
ら
れ
た
る
事
賓
と
し
て
認
め
ら
る
L

に
止
ら
ね
。

そ
れ
は
ま
た
帰
来
に
於
て
賓
現
せ
ら
る
べ

き
課
題
で
あ
る
c

奥
へ
ら
れ
た
る
ま
L

の
東
亜
民
族
は
上
に
延
べ
た
る
が
如
き
紐
帯
に
よ
つ
で
自
ら
成
立
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
結
合

で
あ
る
。
意
識
の
表
面
に
於
て
は
抗
日
の
反
感
が
う
づ
ま
き
、
過
去
の
戦
耐
に
よ
る
不
快
の
感
情
が
顛
著
で
あ
ら
う
と
も
、
其
底
流

に
は
か
L
る
自
ら
な
る
親
和
が
各
氏
族
を
制
ム
口
せ
し
め
る
。
た
ピ
世
界
の
収
勢
が
東
亜
の
諸
民
族
に
強
ひ
っ
L

あ
る
と
と
は
、
こ
の



自
然
た
る
超
民
族
的
結
合
を
自
覚
に
ま
で
上
せ
、
ぞ
れ
の
強
化
と
褒
展
と
を
意
志
的
に
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
東
亜
民
族
の
圏
結

が
現
賞
に
於
て
支
配
的
の
も
の
と
な
り
、
東
亜
の
政
治
と
経
済
と
文
化
、
ど
が
す
べ
て
乙
れ
を
極
軸
と
し
て
動
き
、

そ
れ
を
目
棋
と
し

て
進
む
こ
と
で
あ
る
。

何
故
に
さ
う
い
ふ
か
。
世
界
各
闘
の
政
治
に
於
て
民
主
制
が
勢
を
得
る
に
及
び
、
同
際
聞
の
開
係
に
於
で
も
、
そ
れ
が
適
用
せ
ら

れ
、
所
謂
民
族
自
決
が
主
張
せ
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
と
れ
一
の
空
想
で
あ
る
。
針
立
角
逐
の
世
界
の
舞
豪
に
於
て
各
園

家
は
仁
者
と
し
て
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
劣
弱
微
力
の
各
民
族
が
自
決
の
美
名
の
下
に
積
立
の
国
家
を
形
成
し
た
と
し
て
も
、
哀
亡

は
必
至
の
運
命
で
あ
リ
、

生
き
む
と
寸
る
た
ら
ば
合
併
乃
信
一
聯
合
U
T
一
計
る
外
に
辺
は
友
い
。

闘
際
聞
の
競
争
は
愈
身
大
規
模
の
も
の

と
な
る
。

此
問
に
め
っ
戸
、
、

什
己
申
ど
材
作
し
一
段
辰
吉
川
保

7
-
qお
に
い
、

a
r
-
〉
手
、

-
A
l
i
-
'
コ

一
定
V
白
川
引
を
~
山
三
9
2
b

保
件
と
付
人
口

K
於
て

資
源L

に
於
て
、
文
化
に
於
て
、
産
業
に
於
て
、
所
前
大
凶
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

3

弱
小
の
図
案
は
犬
園
の
勢
力
均
衡
の
蔭
に
依
存
す
る
所

の
不
安
定
な
る
、
恐
く
ば
性
質
上
一
時
的
左
る
存
在
に
外
た
ら
ぬ
。
而
も
か
ー
ミ
る
欣
勢
の
下
に
あ
っ
て
、
東
亜
の
各
民
族
は
現
在
如

何
友
る
地
位
に
あ
る
か
。

東
亜
が
幾
百
年
間
、
勝
一
泊
の
劉
象
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
何
事
を
も
述
べ
る
必
要
は
な
い
。
白
人
の
批
田
作
制
覇
師
叫
に
四

百
年
、
強
者
は
常
に
強
き
と
と
の
故
に
弱
ま
ら
ざ
る
を
得
十
、
物
質
文
明
の
急
速
友
る
上
弁
は
出
生
率
の
減
少
、
閣
結
の
弛
師
慨
を
来

し
つ

L
あ
る
。

こ
れ
が
彼
等
の
将
来
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
は
私
の
屡
と
設
き
た
る
と
と
ら
で
あ
る
。
被
膝
泊
者
の
解
放
は
人

類
の
犬
義
で
あ
ら
う
し
、
文
明
の
交
代
は
歴
史
の
鍛
別
で
あ
る
。
世
界
文
化
の
識
は
誌
の
経
路
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
論
ぜ
歩
、
人
類

東
川
皿
民
族
の
形
成

J2l.r 



東
亜
民
族
の
形
成

lZ9 

卒
等
の
原
則
の
地
上
に
於
け
る
寅
現
に
向
っ
て
一
歩
を
進
め
る
こ
と
は
、
今
や
東
亜
の
諸
民
族
に
課
せ
ら
れ
売
る
一
の
歴
史
的
義
務

で
あ
り
、
叉
運
命
的
な
る
責
任
で
あ
る
。
而
も
今
日
の
欣
勢
か
ら
見
る
し
」
、
列
園
針
時
の
中
に
あ
っ
て
、
十
分
に
自
己
の
存
立
を
主

張
し
よ
う
と
す
る
に
つ
い
て
は
、

一
定
の
資
格
を
有
す
る
。
而
し
て
歴
史
が
加
ふ
る
と
こ
ろ
の
此
資
格
の
審
査
は
愈
と
厳
密
を
加
へ

上
う
と
す
る
。
此
臨
に
於
て
恐
ら
く
東
亜
の
件
民
族
は
匿
々
に
瓜
立
し
て
、
現
収
か
ら
の
解
放
、
地
位
の
上
昇
と
い
ふ
使
命
を
呆
し

得
な
い
は
や
で
あ
る
。
況
や
一
の
民
族
が
他
の
民
族
を
排
侮
し
、
共
同
の
院
泊
者
と
も
見
ら
れ
う
る
も
の
と
紡
ぷ
が
如
き
に
至
っ
て

は
、
と
れ
全
く
共
民
族
の
歴
史
制
使
命
を
無
税
す
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
は
お
い
か
っ

弱
き
も
の
に
奥
へ
ら
れ
た
る
武
器
は
た
日
共
結
束
に
あ
る
。

四
百
年
間
の
雌
伏
の
欣
態
か
ら
立
上
っ
て
、

「
人
類
の
種
々
な
る
部

分
が
毘
迫
せ
ら
る
L
と
と
な
き
卒
等
の
地
盤
」
を
作
ら
う
ム
」
忍
ふ
た
ら
ば
、
何
よ
り
も
ま
づ
、
東
亜
の
諸
民
族
が
結
束
し
て
自
己
を

防
衛
す
る
に
若
く
は
た
い
。

叉
此
結
束
以
外
に
目
的
を
山
市
す
道
は
な
い
。
東
亜
諸
民
放
の
共
同
防
衛
、
と
れ
は
向
明
の
義
務
で
る
る

と
と
も
に
、
共
自
受
の
内
容
で
友
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
三
同
に
よ
る
東
亜
の
結
合
は
奥
へ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。
共
共
同
防
衛
と
と

れ
に
よ
る
平
等
の
賃
現
は
課
せ
ら
れ
た
る
使
命
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
、
此
白
血
克
せ
ら
れ
た
る
使
命
に
よ
る
超
民
族
的
国
結
は
、

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
は
ら
す
、
東
亜
の
前
途
そ
の
も
の
で
あ
る
。

東
亜
の
白
魔
的
危
る
結
束
は
勿
論
一
方
に
於
て
自
己
の
防
衡
を
目
標
と
ず
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
決
し
て
東
亜
の
利
己
主
義
の
た

め
で
は
友
い
。
そ
れ
は
人
類
平
等
の
犬
義
を
寅
現
せ
む
が
震
で
あ
り
、
品
川
界
を
白
人
の
世
界
か
ら
人
類
の
世
界
、
少
ぐ
も
白
人
と
寅

人
の
世
界
に
時
化
せ
し
め
る
が
震
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
と
の
結
束
そ
の
も
の
は
事
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
勿
論
、
国
結
の
紐
帯

は
す
べ
て
興
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
欧
米
資
本
主
義
諸
国
は
利
径
を
以
て
之
を
引
き
離
さ
う
と
し
、

叉
古
来
以
夷
制
夷
を
以

τ図



民
性
又
は
、
偉
統
的
政
策
と
す
る
支
郊
の
立
場
は
そ
れ
を
う
け
入
れ
よ
う
と
す
る
。
加
ふ
る
に
、
此
皮
の
事
穏
に
於
け
る
種
々
友
る

事
賓
の
記
憶
は
、
同
様
な
る
方
向
に
作
用
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
こ
に
東
亜
民
族
と
し
て
の
課
題
の
賓
現
は
、
相
官
の
困
難
に
打
ち
営

る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
慨
に
支
那
の
方
針
を
完
全
に
東
亜
の
結
束
と
い
ふ
方
向
に
栂
ぜ
し
め
得
る
に
し
で
も
、
そ
こ
に
は
経
済

と
文
化
左
の
工
作
の
上
に
極
め
て
多
〈
の
困
難
を
は
ら
む
。

東
亜
を
以
て
一
の
地
域
的
運
命
協
同
四
国
と
見
る
見
方
が
あ
る
。
此
見
解
は
束
揺
の
枇
合
的
性
質
を
見
謀
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
づ

東
哩
を
川
川
て
運
命
協
同
慢
で
あ
る
と
い
ふ
、
そ
れ
は
シ
ッ
ク
サ
ア
ル
が
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
淳
司
向
で
ば
友
い
か
。

こ
れ
は
才
オ
ス
ド

リ
ア
の
T

ル
ク
ヌ
主
義
者
オ
ツ
ト
ォ
・
叫
山
内

7

7
が
民
族
の
本
政
戸
部
命
共
同
械
と
し
て
の
怯
格
共
同
問
)
と
し
て
同
庁
山
山
珪
る
概
念
で

あ
る
。
第
一
に
、
若
干
の
退
随
者
は
あ
る
に
し
て
も
、
パ
ウ
ア
ア
の
意
見
と
し
て
以
上
、
別
に
息
界
共
同
の
承
認
を
得
て
ゐ
る
と
も

思
は
れ
ね
言
葉
を
す
て
L
、
何
故
に
卒
直
に
民
族
の
一
七
日
葉
を
用
ひ
な
い
の
で
あ
る
か
。
何
故
に
支
配
的
で
も
左
い
マ
ル
ク
ス
主
義
者

の
概
念
を
輪
入
し
左
け
れ
ば
な
ら
ね
の
で
あ
る
か
。
突
に
東
亜
は
如
何
な
る
意
味
に
於
で
も
現
布
ま
で
運
命
協
同
協
で
あ
っ
た
こ
と

は
た
い
。
運
命
の
共
同
は
共
通
の
宿
命
と
と
に
共
同
の
史
的
遡
逢
の
中
に
の
み
存
す
る
。
隔
離
創
立
を
原
則
的
批
態
と
し
た
日
交
の

聞
に
如
何
な
る
運
命
の
共
同
が
あ
っ
た
と
い
ふ
か
。
突
に
、

そ
れ
は
東
亜
が
賓
現
す
べ
き
課
題
そ
一
不
さ
う
と
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
か
も
知
れ
ね
が
、

そ
れ
で
は
全
く
本
末
を
顛
倒
し
て
ゐ
る
。
求
む
る
と
と
ろ
は
東
亜
の
閤
結
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
が
、
運
命
協
同

轄
で
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
結
束
す
る
の
で
は
友
い
、
直
結
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
運
命
の
共
同
が
あ
り
、
此
共
同
に
よ
っ
て
ま
た
結
束
が
新
に
せ

ら
る
L
は
や
で
あ
る
。
パ
ウ
ア
ア
す
?
に
い
へ
る
や
う
に
運
命
の
類
似
又
は
同
様
性
と
い
ふ
こ
左
と
、
運
命
の
同
一
叉
は
共
同
と
い

東
亜
民
族
の
形
成

P且



東
直
民
族
の
形
成

四
四

ふ
と
と
と
は
こ
と
友
る
。
迩
命
の
共
同
は
た
ピ
す
で
に
扱
き
結
束
が
あ
り
、
圏
結
の
中
に
「
我
等
」
と
い
ふ
意
識
が
あ
る
こ
と
に
よ

。
て
の
み
、

際
験
し
得
ら
れ
る
じ

日
支
の
各
民
族
が
か
t
A

る
迩
命
の
共
同
を
鰹
散
し
う
る
の
は
決
し
て
近
き
帰
米
の
と
と
で
は
な

ぃ
。
ぞ
れ
は
東
亜
の
結
束
の
進
行
し
た
る
結
旧
引
の
こ
と
で
あ
る
乙
そ
れ
は
目
ざ
す
べ
を
目
棋
の
一
一
結
れ
で
島
る
も
の
を
日
椋
そ
の
も

の
と
し
て
見
る
の
で
は
た
い
か
c

次
に
、
京
M
M
の
結
合
を
地
域
的
迩
命
協
同
鰐
と
見
る
こ
と
は
、
北
京
則
を
逸
し
て
ゐ
る

G

一
束
出
の

刷
聞
結
b
L
運
命
協
同
憾
と
災
現
す
る
こ
と
の
不
可
な
る
所
以
は
既
に
こ
れ
を
述
ぺ
た
が
、

之
を
何
よ
り
も
地
域
協
同
憾
と
し
て
一
不
す
と

:

こ

〉

事

℃

η叫
'
J
h
F
h
ノ

'
d
u

ー
討
J
z
p
n
H
4
W
J
d
p
d

血
口
県
力
抽
司
監
さ
ら
一

5
L
一
パ
ふ
な
ろ
工
、

土
士

f
F
R
V
2
4
、
t
t
J
l
l

何
故
に
栄
問
円
山
利
直
の
露
人
佐
入
れ
な

.，、

ピ

7
ム
U
{

私
崎
県
一
院
の
結

束
に
於
け
る
地
縁
の
意
義
を
認
め
ね
わ
け
で
は
友
く
、
幾
た
び
か
こ
れ
に
論
及
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
を
以
て
.
最
初
に
代
表

的
な
る
も
の
と
し
て
掲
げ
出
さ
る
べ
き
紐
帯
で
あ
る
と
は
及
さ
ね
。

こ
れ
を
掲
げ
る
な
ら
ば
、
何
故
に
同
種
同
文
の
紐
帯
を
章
一
じ
友

い
の
で
あ
る
か
。
同
丈
と
い
ふ
こ
と
は
、

必
中
し
も
丈
字
の
同
一
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
じ
慣
習
、
風
俗
、
信
念
、
開
学
問
等
に
於

け
る
一
致
、

い
は
ピ
文
化
の
共
通
を
意
味
す
る
こ
と
、

前
に
述
べ
た
る
泡
り
で
あ
る
む

東
出
め
関
川
和
を
み
わ
ら
は
す
に
地
域
・
山
地
命
協

同
慨
と
い
ふ
の
は
、
最
も
根
本
的
怒
る
血
液
的
乃
至
種
的
の
紐
帯
を
軽
脱
し
て
(
欧
洲
の
皐
者
或
は
H
本
を
支
那
の
従
兄
弟
で
あ
る
と
い

-C

文
化
の
類
似
と
い
ふ
桜
め
て
章
一
要
注
る
契
機
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
c

こ
れ
ら
を
す
て

L
地
域
的
和
帯
の
み
を
章
一
じ
、

結
束
の
結
川
町
乃
至
一
一
闘
に
す
ぎ
ね
運
命
共
同
を
掲
げ
出
す
と
と
陀
よ
っ
て
、
東
民
の
結
束
が
趨
首
に
表
現
せ
ら
れ
、
又
は
理
解
せ
ら

る
L
と
と
は
あ
り
得
た
い
と
思
ふ
。

序
で
あ
る
が
、

シ
ッ
ク
サ
ア
ル
以
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
誇
誌
と
し
て
、
建
命
協
同
醐
慌
の
誌
は
不
遇
蛍
で
あ
る
ο

協
同
の
協
は
一

t

か

な
ふ
」
「
あ
は
せ
る
」
「
や
は
ら
ぐ
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
狽
立
な
る
、
複
数
の
も
の
の
調
和
を
意
味
す
る
υ

然
る
に
、
運
命
に



よ
る
ヂ

7
f
ン
シ
占

7

ト
は
前
に
も
ぷ
て
へ
た
る
が
同
引
く
、

逗
淫
す
る
運
命
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
さ
す

彼
の
で
あ
へ
る
運
命
は
や

が
て
わ
れ
の
運
命
で
あ
り
、

わ
れ
の
山
内
あ
へ
る
迂
命
は
や
が
て
伎
の
運
命
で
あ
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
運
命
共
同
慌
で
あ
る

が
、
這
命
協
同
盟
加
で
は
な
い
z

同
叶
論
か
h
h

る
字
句
乃
芸
課
請
の
こ
と
は
米
で
あ
る
が
、

何
れ
に
し
て
も

東
亜
を
運
命
協
同
鳴
と
す

る
こ
と
は
、

少
〈
も
第
十
間
的
に
不
適
首
で
あ
る
と
思
ふ

3

町
怖
は
諸
に
よ
叫
べ
た
る
が
如
〈
、

東
唱
を
恨
告
に
於
て
惟
ぐ
も
の
は
一
一
一
同
の
抑
制
市
で
あ
る
と
見
る

3

け
れ
H

ども‘

と
れ
ら
の
紘
山
市
は

い
ふ
ま
で
も
之
く
以
前
工
リ
ム
仔
在
し
た

従
つ
一
一
そ
れ
に
よ
っ
て
唆
ど
し
て
ゐ
た
も
の
は
、

セ
エ
ヲ
ア
的
責
味
に
於
け
る
生
命
共
同

士
、
雪
=
二

-
3
1白日

=7う
)
、

J
ド

JGι

』

V
1
L
F
F
J
引
り
ペ
1
1
L
i
司

、

」

d

」
の
と
に
矢
巾
の
共
同
に
J
h
と
づ
く
法
ふ
口

い
は
弘
文
化
共
同
枇
ん
ぼ
が
加
は
っ
て
ゐ
た
と
も
見
ら
れ

M

B

I

3

 

ト
で
〔

一吋

1
こ
一

k

，f
i
I

，41
t

J
ト

E

ユ
一
れ
涼
一
市
戸
山
れ
る
い
恥
川

J

F

円
あ
る
、

一
一
同
の
引
ゅ
の
印
刷
が
よ
コ
ヨ
一
ミ
さ
れ
ね
ば
右
ら
ね

己
れ
が
市
民
巴

2

な
然
政
治
的
た
る
組
織
を
必
要
と
ず
る
コ

日
浦
の
縄
問
附
は
此
の
知
〈
に
し
て
生
れ
た

3

而
し
て
日
潟
支
を
つ
な
ぐ
所
の
政
治
的
漣
絡

云
は
U
新
し
い
侠
序
が
生
れ
ね
ば
な
ら
ね
、

ス
ロ
そ
れ
は
既
に
被
乱
の
巷
の
中
か
ら
生
れ
出
で
つ
L
あ
る
。

回

東
覗
民
狭
は
喧
ハ
へ
ら
礼
た
る
も
の
と
し
て
あ
る

D

日
れ
さ
も
、

そ
れ
は
同
時
に
同
舟
ぜ
ら
れ
た
る
組
織
に
ま
で
高
ま
ら
ね
ば
左
ら

可ユ。

こ
れ
を
高
む
る
所
以
の
幾
縁
又
は
動
力
は
何
で
あ
っ
た
で

d

い
ふ
ま
で
も
な
ノ
¥

日
本
民
狭
の
自
衛
の
必
要
で
あ
っ
た

J

ヰ正

は
出
来
う
る
こ
と
な
ら
ば
草
濁
の
自
刀
を
以
て
共
民
瑛
的
生
命
令
一
衛
り
つ
U

け
よ
う
と
寸
る
で
あ
ら
う

3

け
れ
ど
も
、

そ
の
人
口
を

以
で
、

そ
の
資
涼
を
以
て
、

そ
の
富
力
を
以
て
、
市
立
ナ
る
に
現
在
の
日
予
だ
け
の
力
そ
以
て
、
之
を
成
し
遂
げ
得
る
と
い
ふ
こ
と
は

必
『
干
し
も
保
詮
せ
ら
れ
ぬ
。
加
之
、
将
来
の
治
力
の
相
手
L
一
見
る
ぺ
き
近
隣
の
諸
氏
肢
が
、

日
本
に
針
す
る
磨
迫
者
と
手
を
連
払
よ

高
麗
民
族
の
形
成

四
五



東
亜
民
族
の
形
成

四
プて

う
と
す
る
。
自
衛
と
正
首
な
る
べ
き
協
力
と
の
震
に
は
手
を
隣
族
に
仲
ば
さ
Y

る
を
得
中
、
担
絶
せ
ら
る
L
な
ら
ば
と
れ
を
強
ひ
ざ

る
を
得
ぬ
。

こ
れ
だ
け
は
日
本
の
民
族
が
自
衡
の
潟
に
な
さ
ピ
る
を
得
ざ
る
と
こ
る
で
る
る
。
而
も
此
の
自
衛
の
た
め
の
活
動
は
や

が
て
、
東
亜
に
新
な
る
組
織
を
生
む
べ
き
欣
勢
を
招
来
し
た
。

た
ピ
東
並
民
族
の
宿
命
的
地
位
を
ま
づ
考
へ
ょ
う
。
而
し
て
と
の
地
位
に
於
け
る
日
本
の
使
命
の
何
で
あ
る
か
を
考
へ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
こ
れ
を
考
ヘ
ー
干
し
て
は
、
新
し
ま
来
到
の
組
織
を
具
悼
的
に
考
」
る
と
と
、
味
合
く
不
可
能
で
あ
る
。
或
は
日
浦
支
の
国
際
的
な

‘，ヒ日、内
3
ン
L
R
m
-
h
v
o
J
、

-
て
ゑ
川
町
，
ム
ピ
吟
合
一
ヱ
乍
ぶ

T
L

日
出
削
文
の
税
務
ブ
ロ
ッ
ク
を
一
一
ム
鈍
す
る
も
の
は
あ
る
が
、
共
的
い
容
は
如
何
た
る
も
の
で
る
る
か
。
谷
氏
族
の
協

心
、
合
作
と
い
ふ
こ
と
だ
け
か
ら
は
、
何
物
を
も
規
定
す
る
と
と
が
出
来
ね
。

東
亜
民
族
は
欧
米
の
安
本
主
義
諸
図
に
謝
し
て
自
己
を
主
張
し
た
け
れ
ば
た
ら
ね
。

と
れ
は
人
類
的
義
務
で
る
る
。
而
も
、

こ
の

主
張
が
有
数
で
あ
る
た
め
に
は
、

日
本
が
布
力
で
あ
る
よ
り
外
は
友
い
。
私
は
孫
文
の
古
い
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。

『
今
日
で
は
亜
細
亜
に
強
凶
日
本
が
存
在
す
る
の
で
、
世
界
中
の
白
人
稀
は
単
に
日
本
を
軽
視
し
な
い
の
み
な

ιず
、
又
亜
細
亜
人
を
軽
視
し
な
〈

な
っ
た
。
そ
の
故
に
、
日
本
が
強
力
に
な
り
た
こ
と
は
日
本
民
族
が
一
年
民
族
で
あ
る
と
い
ふ
光
柴
を
享
受
し
た
の
み
で
な
く
、
斑
細
軍
人
討
憾
の
園

際
的
地
位
を
高
め
た

b
け
で
あ
る
よ

有
色
人
の
う
ち
、
自
ら
た
ち
て
白
人
に
抗
し
う
る
も
の
は
抗
し
と
け
れ
ば
な
ら
ね
。
此
旨
を
か
つ
て
述
べ
た
る
と
と
が
あ
る
。
同

椋
に
、
東
亜
民
族
の
う
ち
、
自
ら
自
己
を
主
張
し
得
る
も
の
は
、
徹
底
的
に
自
己
を
主
張
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
民
族
を
向
土

せ
し
む
る
の
み
怒
ら
十
、
東
亜
の
諸
民
族
を
向
上
せ
し
む
る
所
以
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
、
東
亜
の
各
民
族
の
鋳
に
計
る
に
し
て

も
、
東
亜
の
薪
秩
序
に
よ
っ
て
日
本
の
地
位
を
危
く
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
、

こ
の
歴
史
的
使
命
に
背
く
。
他
の
東
亜
諸
民
族
が
完



全
に
日
本
民
族
と
一
心
同
憶
的
友
る
協
力
を
左
ず
に
至
る
保
障
の
奥
へ
ら
る
h
h

ま
で
は
、

日
本
民
族
は
草
婦
な
ほ
資
本
主
義
先
準
鴎

に
針
し
て
自
己
を
主
張
し
得
る
こ
と
が
、
他
の
諸
民
族
を
救
ふ
所
以
で
あ
る

3

来
る
べ
き
組
織
の
方
針
は
こ
・
誌
に
存
し
左
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
吠
に
新
し
き
組
絞
は
、
東
亜
民
族
の
結
束
を
由
来
る
だ
け
急
速
に
、
白
設
的
な
ら
し
む
る
方
向
に
向
は
ね
ば
た
ら
ね
で
あ

ら
う
。
針
外
自
衡
の
必
要
に
最
も
よ
く
底
下
る
一
筋
に
、
失
に
封
内
の
結
束
を
最
も
容
易
に
す
る
偽
に
。

こ
れ
が
重
妥
な
る
一
一
の
目
標

で
あ
る
。

此
目
標
に
服
し
て
来
る
べ
き
政
指
の
組
織
の
如
何
た
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
ょ
う
。
今
や
支
郊
の
各
地
に
表
干
の
大
都
市
を
中
心

と
す
る
政
機
が
確
立
せ
ら
れ
っ
と
b
る
。

こ
れ
ら
は
、
近
き
将
来
に
於
て
、
邦
聯
自
治
の
組
織
止
と
る
と
と
に
攻
る
で
あ
ら
う
止
い

ふ
。
乙
れ
と
湘
洲
問
問
、

議
彊
と
の
開
聞
係
如
何
。

人
間
の
涯
と
山
を
以
て
一
一
訂
設
し
汲
断
寸
る
よ
り
も
一
流
際
の
必
単
一
に
よ
コ
て
、
事
態
は
凶

ら
を
創
造
し
て
ゆ
ぐ
。

そ
れ
に
よ
っ
て
淀
川
ち
つ
く
先
は
結
局
日
浦
支
の
共
同
防
衛
の
組
縦
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
単
純
た
る
攻
守

同
盟
的
組
織
で
あ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
如
何
な
る
形
式
の
政
治
的
聯
絡
が
作
り
上
げ
ら
れ
よ
う
と
も
、

そ
れ
は
賓
質
に
於
て
共
同
防

衡
の
潟
の
組
織
で
る
り
、
而
も
此
防
衛
の
究
局
の
責
任
が
少
く
も
常
分
は
、

日
本
氏
族
に
ふ
り
か
h

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
ょ

ぅ
。
日
本
民
族
の
責
任
に
於
て
支
持
せ
ら
る
i
A

共
同
防
衛
の
組
織
、
こ
れ
が
束
廷
の
明
日
の
姿
で
あ
る
と
思
ふ
。

こ
れ
は
従
来
の
腔

史
に
従
う
て
建
断
す
る
と
き
に
、
或
は
日
本
の
歴
迫
の
や
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
由
。
け
れ
ど
も
、
他
の
機
舎
に
於
て
述
べ
た
る
が

如
く
‘
乙
れ
は
己
を
得
ぎ
る
分
業
の
組
織
で
あ
る
。
第
一
に
今
ま
で
の
史
寅
か
ら
見
る
と
、
外
部
に
封
ず
る
防
衛
、
割
内
防
衛
と
し
て

の
治
安
の
維
持
に
於
て
、
日
本
民
族
が
特
別
に
優
秀
な
る
能
力
を
示
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
新
し
き
東
亜
民
放
の
内
部
に
於
て
、
営

分
動
も
す
れ
ば
民
族
的
針
立
が
残
守
す
る
と
忠
は
れ
る
し
、
此
州
剖
ー
に
よ
っ
て
全
東
亜
の
封
外
的
自
衛
能
力
が
減
殺
せ
ら
る
h

危
険

東
話
民
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の
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の
存
ず
る
以
上
、

一
院
自
己
の
勢
力
を
以
て
統
一
を
賓
現
し
得
る
民
族
が
、
前
湿
の
機
能
を
負
捨
す
る
の
も
自
然
の
成
行
で
あ
る
と

い
は
ざ
る
を
得
ぬ
。
此
窓
味
に
於
て
、
東
亜
民
族
に
於
け
る
一
の
八
刀
業
と
し
て
、

日
本
民
族
が
閥
防
的
政
治
的
仕
事
の
主
要
な
る
部

分
を
負
婚
す
る
。

こ
れ
没
あ
る
則
ま
で
比
一
間
的
に
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
じ
満
洲
悶
の
政
治
機
構
に
於
て
日
本
が
如
何
た
る
役
目
を
健
み
つ
h

あ
る
か

は
、
周
知
の
事
資
ぜ
あ
る
。
北
之
、
中
文
、

や
が
て
は
成
J
l
ナ
る
?
あ
ら
う
市
交
の
政
権
に
於
ご
は
、
大
隈
そ
の
地
方
の
自
治
命
ほ
か

ら
た
ち
上
る
権
力
を
以
て
政
治
の
逗
用
に
首
ら
せ
上
う
と
す
る
組
織
に
な
っ
て
ゐ
る
か
に
見
ら
れ
る
。
外
形
は
そ
れ
で
も
仕
方
の
な

い
こ
と
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、

こ
れ
'
と
て
も
、

日
本
の
占
操
地
域
の
こ
と
で
あ
る
以
上
は
、
そ
こ
の
政
機
が
究
局
に
於
て
日
本
の

武
力
を
背
景
と
し
て
ゐ
友
い
こ
と
は
友
い
。
従
っ
て
此
究
局
の
背
景
が
十
分
の
毅
一
一
一
一
同
様
を
も
っ
組
織
で
な
〈
て
は
統
治
の
賓
を
あ
げ

得
ね
は
や
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
、

日
本
民
族
と
の
提
携
親
和
が
支
那
民
族
の
衷
心
の
態
度
止
友
る
ま
で
は
、

政
治
の
組
織
と
い

へ
ど
も
、
満
洲
固
と
極
度
の
距
離
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、

日
本
は
そ
こ
に
於
て
十
分
に
指
導
的
地
位
を
確
保
し
友
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
思
は
れ
る
。
最
初
の
方
針
と
し
て
、
占
様
地
域
に
於
て
究
ぎ
吠
ぎ
に
軍
政
を
布
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
ふ
意
見
の
あ
る
と
と
も
、

ト
分
に
参
照
せ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

要
す
る
に
、
東
亜
の
た
め
の
東
毘
は
、
世
界
が
認
め
な
け
れ
ば
友
ら
や
、
ま
た
東
明
白
剛
胞
が
認
め
ね
ば
た
ら
む
目
棋
で
る
る
c

け

れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
十
以
喧
各
民
族
が
各
共
世
界
的
使
命
を
十
分
に
臼
脅
す
る
ま
で
は
、
決
し
て
皐
に
支
那
の
た
め
の
支
郊

で
あ
っ
て
は
友
ら
や
、

日
本
の
翁
の
日
本
で
あ
っ
て
は
友
ら
ね
。
東
亜
の
た
め
の
支
郊
で
あ
る
こ
と
を
要
し
東
亜
の
潟
の
日
本
で
る

る
と
と
を
要
す
る
。
そ
の
鴻
に
は
経
済
に
於
て
分
業
が
あ
る
如
く
、
防
衛
秩
序
の
組
織
に
於
て
も
分
業
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
前
法



の
理
由
に
よ
っ
で
、
白
木
の
民
族
は
防
衛
秩
序
の
方
面
に
於
け
る
主
要
の
責
任
者
と
し
て
立
つ
こ
と
が
、
此
分
業
の
原
則
を
寅
現
す

る
所
以
で
あ
る
。
東
亜
各
民
族
の
自
愛
的
在
る
調
和
協
調
が
完
全
に
近
い
時
に
及
び
て
、
支
那
は
支
那
の
震
の
支
那
で
あ
ら
う
し
、

日
本
は
日
本
の
矯
の
日
本
で
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
。

円
満
支
三
闘
聞
の
凶
家
的
結
合
の
形
態
に
つ
い
て
は
種
々
友
る
考
察
も
あ
る
こ

と
で
る
ら
う
。

か
h

る
形
態
は
そ
も
そ
も
第
二
次
的
の
問
題
で
あ
る
。

と
k

に
立
入
る
と
と
を
さ
け
よ
う
。

五

日
本
の
蚕
湾
統
治
は
、
世
界
の
植
民
政
策
上
、
最
高
の
業
績
で
あ
る
と
稽
せ
ら
れ
る
。
政
治
的
に
は
完
全
な
る
秩
序
を
示
す
と
共

に
、
経
済
的
に
は
本
島
人
の
生
活
を
急
症
に
向
上
せ
し
め
た
。

と
れ
は
今
後
の
日
本
の
進
路
を
示
し
て
ゐ
る
。
東
亜
友
邦
の
指
導
は

ま
さ
に
此
精
神
に
よ
っ
て
行
は
れ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。

今
後
に
於
け
る
劃
支
工
作
は
、
何
よ
り
も
政
治
的
枇
舎
的
で
あ
る
は
や
で
あ
る
。

日
本
は
富
分
共
武
力
を
以
て
治
安
の
責
任
に
住

や
る
外
は
友
い
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
支
那
の
民
心
を
抗
日
反

H
よ
り
し
て
、

日
本
と
の
結
束
に
む
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と

は
、
周
知
の
と
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
つ
い
て
こ
の
論
が
分
れ
得
る
。
経
済
的
に
支
郊
民
族
を
有
利
に
す
る
と
い
ふ
と
と
は

共
一
で
あ
ら
う
が
、

そ
れ
に
は
後
に
論
及
す
る
。

二
論
の
一
ば
、
塊
を
以
て
油
%
に
よ
び
か
け
る
親
和
の
方
針
を
と
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
「
皮
い
地
攻
に
亙
っ
て
、

一
家
は
兵
火
に
焼
か
れ
骨
肉
は
戟
岨
習
に
た
ふ
れ
た
。

支
那
民
族
の
胸
中
に
は
直

に
親
日
の
気
分
が
起
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。

日
本
民
族
は
極
度
に
寛
容
親
和
の
手
を
さ
し
の
べ
て
、

い
は
U
同
胞
の
態
度
を
以
て
慰

撫
す
ぺ
き
?
あ
る
よ
れ
う
い
ふ
意
見
を
き
く
た
び
に
尤
も
の
と
こ
る
も
b
る
と
考
へ
る
。
他
の
一
は
兄
弟
、
少
く
も
従
兄
第
の
民
族

で
あ
る
か
ら
、
個
人
聞
の
接
濁
の
聞
に
は
魂
の
交
流
も
自
ら
起
る
で
あ
ら
う
。

乙
と
に
、
支
郊
の
民
衆
は
抗
日
親
H
わ
れ
関
せ
ざ
る

東
亜
民
族
の
形
成

四
九
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態
度
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
上
厨
の
抗
日
分
子
を
斥
け
得
る
友
ら
ば
、
民
衆
は
自
ら
日
本
忙
向
っ
て
来
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

従
っ
て
つ
と
め
て
親
近
の
態
度
に
出
で
L
安
協
的
工
作
を
施
す
よ
り
も
、
飽
迄
日
本
の
意
志
を
強
行
す
る
に
若
く
は
・
な
い
。
私
は
こ

の
二
論
に
封
し
で
直
に
是
非
の
判
断
を
下
す
と
と
た
く
、
た
日
考
察
の
た
め
の
資
料
だ
け
を
述
べ
よ
う
。

古
来
戦
後
に
於
け
る
交
戦
民
族
聞
の
親
和
に
つ
い
て
考
へ
よ
c

勢
力
相
来
く
も
の
L
間
に
あ
っ
て
は
問
者
の
融
合
統
一
と
い
ふ
こ

と
脱
皮
に
困
難
で
る
る

一
方
は
一
旦
屈
服
し
て
も
や
点
て
他
方
を
屈
服
せ
し
め
得
る
見
込
の
あ
る
問
、
伏
し
て
衷
心
か
ら
親
和
の

態
度
を
と
り
符
在
い
で
る
ら
ろ
c

自
然
の
威
力
に
針
し
で
は
、

よ
し
閏
然
の
中
に
榊
の
意
志
を
認
め
た
る
時
期
に
於
て
も
、
何
人
も

之
を
怨
み
得
ぬ
で
あ
ら
う
。
力
が
懸
絶
す
る
と
こ
ろ
に
怨
恨
は
な
い
、
屈
従
、
回
目
服
は
や
が
て
隼
敬
を
生
み
親
和
を
う
む
。
此
意
味

に
於
て
、

日
支
の
融
和
を
計
る
捷
径
は
む
し
ろ
強
力
政
策
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
c

別
し
て
、

日
本
の
文
化
的
地
位
を
考
ふ
る
と
き

な
ほ
更
の
こ
と
で
あ
る
。

新
し
き
日
本
の
文
化
に
よ
っ
て
世
界
を
指
導
せ
よ
と
は
、
屡
如
、
主
張
せ
ら
る
L

ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
一
目
や
批
な
り
と
い
へ
ど
も
、
岡
市

し
て
ど
と
ま
で
賓
行
し
得
ら
る
L
か。

と
と
を
支
那
民
族
だ
け
に
限
っ
て
み
よ
う
。
支
那
に
し
て
み
れ
ば
、

と
も
か
く
儒
殺
を
生
み

道
教
を
生
み
、

日
本
に
謝
し
で
は
悌
殺
を
も
体
へ
て
ゐ
る
。
精
神
文
化
に
於
て
長
く
日
本
の
指
導
者
で
る
っ
た
と
い
ふ
自
信
と
日
特

と
は
賞
八
万
之
を
す
て
友
い
で
あ
ら
う
。
な
る
ほ
ど
注
兆
銘
も
告
白
し
て
ゐ
る
如
〈
、
物
質
文
明
に
於
て
は
日
本
に
後
る
与
と
と
六
七

十
年
と
は
い
ふ
も
の
弘
、
此
物
質
文
明
の
ゆ
ゑ
に
日
本
乞
一
律
敬
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
る
り
さ
う
に
は
友
い
。

日
本
の
物
質
文
明
と
い

ふ
も
の
が
欧
米
か
ら
の
輸
入
で
あ
る
ば

m
り
で
は
な
く
、
た
ほ
共
模
倣
迫
一
随
の
域
を
脱
し
な
い
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

営
分
の
問
、
如
何
に
日
本
が
東
西
文
化
の
融
合
に
よ
っ
て
、
世
界
を
指
導
す
る
丈
化
を
創
造
す
る
と
い
勺
て
も
、

そ
れ
は
抱
負
で
色



つ
で
現
貨
で
友
い
と
は
、
少
く
も
支
那
民
族
に
於
け
る
僻
信
で
あ
ら
う
。
さ
う
で
あ
っ
て
見
る
去
、
文
化
に
よ
っ
て
円
本
民
族
を
哀

心
か
ら
傘
敬
し
推
服
せ
し
む
る
こ
と
は
ま
づ
困
難
で
あ
る
と
見
ね
ば
友
ら
ぬ
。
此
際
雨
民
族
の
結
合
を
何
に
よ
っ
て
強
む
べ
き
で
あ

る
か
。

別
し
て
、

日
本
に
針
ず
る
反
抗
軽
侮
の
念
を
根
本
か
ら
除
き
去
る
道
は
何
で
あ
る
か
。

と
れ
が
何
で
あ
る
か
は
、

既
に
述

ぺ
た
る
と
と
ろ
に
よ
っ
て
明
で
あ
ら
う
。

日
本
の
文
化
に
針
ず
る
館
主
が
支
那
民
族
に
於
て
乏
し
け
れ
ば
乏
し
い
ほ
ど
、

日
本
は
そ

の
枇
曾
的
地
位
、
こ
と
に
一
方
は
そ
の
岡
際
的
地
位
、
他
方
は
支
那
に
於
け
る
政
治
的
地
位
の
優
越
を
以
て
此
紋
を
補
は
ね
ば
左
ら

ぬ
。
乙
れ
は
決
し
て
日
本
の
利
己
主
義
で
は
た
く
、
そ
の
使
命
の
途
行
に
中
山
貨
な
る
所
以
で
あ
る
と
忠
ふ
。

勿
論
こ
れ
だ
け
の
主
張
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
考
慮
を
要
す
る
と
と
が
多
い
で
あ
ら
行
。
そ
の
中
に
も
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
+
ス

の
矧
ご
あ
る
。
今
ま
で
、
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な
い
か
。
少
く
も
昔
か
ら
市
川
力
何
ぞ
、
我
に
あ
ら
む
や
と
い
ふ
風
に
政
治
的
勢
力
の
推
移
を
よ
そ
に
し
て
、
た
日
日
々
の
生
活
の
み

を
考
ふ
る
農
民
居
、

そ
れ
に
事
聞
を
修
め
機
舎
あ
れ
ば
政
治
に
入
り
こ
む
支
配
者
の
居
と
は
明
に
区
別
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
而
も

抗
日
の
気
勢
は
主
と
し
て
後
者
の
と
と
で
は
た
い
か
。

さ
う
ず
る
と
社
合
唐
の
匝
別
に
よ
っ
て
、
取
扱
の
針
策
を
異
に
す
べ
き
で
は

引
な
い
か
と
い
ふ
意
見
が
成
り
立
つ
。
問
よ
り
支
那
民
族
の
寅
情
に
印
し
て
考
ふ
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
活
し
義
民
居
の
生
前
態
度
忙
し

て
全
く
此
の
如
き
も
の
な
ら
ば
、

以
上
に
述
べ
た
る
と
乙
ろ
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
制
限
を
加
へ
ね
ば
・
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
岡
氏

政
策
の
抗
日
政
策
は
可
な
り
に
徹
属
し
て
居
り
、

乙
と
に
小
事
教
育
を
通
し
て
そ
れ
は
農
民
唐
の
幼
少
年
に
ま
で
及
ぺ
る
事
賞
を
併

せ
考
ふ
る
と
き
は
、

や
は
り
一
底
、
す
べ
て
の
枇
合
居
に
ま
で
抗
日
の
空
気
は
、
相
山
品
に
根
づ
よ
く
漆
透
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
る
ベ

き
で
友
か
ら
う
か
。

東
亜
民
放
の
形
成

五
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主王
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私
は
更
に
進
み
て
経
済
を
語
ら
ね
ば
な
ら
む
。
誰
し
も
考
へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
日
浦
支
経
消
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
問
題

は
此
プ
ロ
ッ
ク
を
如
何
な
る
も
の
に
作
り
上
げ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
北
支
を
例
に
と
っ
て
考
へ
ょ
う
。

一
時
か
う

い
ふ
事
が
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
聞
い
て
ゐ
る
。

一
満
洲
図
に
於
け
る
経
済
関
登
は
、

そ
こ
に
獄
占
資
本
の
流
入
を
全
然
く
ひ
止
め
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外
資
を
さ
へ
吸
収
し
て
、
資
本
主
義
的
開
設
を
進
行
さ
せ
よ
う
。
」
今
日
か
う
い
ふ
意
見
が
ど
こ
か
で
、
依
然
と
し
て
支
持
せ
ら
れ
て

ゐ
る
か
ど
う
か
を
知
ら
ね
。
け
れ
ど
も
‘

か
う
い
ふ
方
針
を
是
認
す
る
か
否
か
は
、
決
し
て
之
を
北
支
だ
け
の
問
題
と
し
て
考
ふ
ぺ

き
で
は
た
い
と
岡
山
ふ
。
や
は
り
、

日
浦
支
の
経
済
プ
ロ
ッ
ク
を
如
何
な
る
方
向
に
導
く
べ
き
か
と
い
ふ
根
本
の
方
針
が
定
ま
っ
た
の

ち
、
そ
れ
に
従
つ
て
の
み
判
断
せ
ら
る
べ
き
で
る
ら
う
。

此
揚
合
に
も
、
前
に
漣
ぺ
た
る
原
則
は
支
配
し
友
け
れ
ば
な
ら
ぬ

Q

東
亜
民
族
が
人
類
卒
等
の
大
義
を
賓
現
し
よ
う
と
し
て
も
、

其
カ
は
少
く
も
営
分
、
日
本
民
族
の
上
に
存
す
る
と
見
る
外
は
左
い
。
東
亜
全
健
に
如
何
な
る
経
済
的
繁
栄
が
賓
現
せ
ら
れ
よ
う
B
E

も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
円
本
民
族
の
力
が
弱
ま
る
な
ら
ば
、
東
亜
の
地
位
は
そ
れ
だ
け
低
下
す
る
で
あ
ら
う
。

そ
こ
で
此
ブ
ロ
ッ
ク
鰹

済
の
性
質
に
忠
を
致
ナ
必
要
が
あ
る
。

プ
ロ
ッ
ク
粧
品
開
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、

一
の
政
治
的
勢
力
の
及
ぶ
範
閣
を
一
括
し
て
一
の
封
鎖
的
経
済
を
形
づ
く
ら
う
と
ず
る
傾

摘
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
此
封
鎖
閤
内
に
於
け
る
経
済
委
建
の
大
勢
は
次
の
如
き
も
の
と
本
り
ぎ
る
を
得
な
い
で

b
ら



ぅ
。
本
園
か
ら
の
商
品
及
び
資
本
の
輪
出
を
受
く
る
う
ち
に
、
外
地
乃
至
勢
力
的
範
園
の
経
済
が
後
展
ず
る
。
而
も
そ
こ
で
は
弁
銀

や
自
然
的
生
産
因
子
が
著
し
〈
低
廉
で
あ
る
。
技
術
が
進
み
交
通
が
稜
達
す
る
に
つ
れ
、
別
し
て
本
図
か
ら
の
資
本
輸
出
の
努
力
が

加
は
る
に
つ
れ
て
、
諸
種
の
産
業
は
共
最
も
低
放
な
る
も
の
か
ら
漸
次
に
本
固
か
ら
脱
離
す
る
。
と
れ
は
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
の
形
成
た

〈
し
で
も
賓
現
し
う
べ
き
傾
向
で
あ
る
が
、
此
形
成
の
努
力
が
進
む
ほ
ど
、
拍
車
を
か
け
ら
る
る
で
あ
ら
う
。
此
傾
向
の
最
も
平
〈

費
現
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
、
突
闘
の
農
業
の
衰
一
頒
で
あ
る
。
次
に
は
、
印
度
に
於
け
る
紡
績
業
の
漸
次
的
設
建
で
あ
る
。
先
進
園
の

政
治
的
勢
力
が
必
要
に
臨
応
じ
て
之
を
統
制
す
る
の
で
た
け
れ
ば
、

ぞ
れ
は
早
晩
先
進
園
の
上
に
種
々
な
る
困
難
を
も
た
ら
す
で
あ
ら

ぅ
。
か
、
る
意
味
に
於
て
、
資
源
と
商
品
(
消
費
財
)
と
の
交
換
に
経
る
聞
は
先
進
闘
に
利
潤
を
確
保
す
る
に
し
て
も
、

E
1
1
二
〉

-
よ
4
P
L
4
1
4
6

交
渉
，
別
し
亡
資
本
の
投
下
に
つ
い
で
は
、
そ
と
に
種
々
注
る
問
題
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。

ま
づ
、
新
東
洋
に
於
け
る
農
業
が
如
何
に
調
節
せ
ら
る
べ
き
か
。
経
伴
原
則
の
支
配
に
放
任
す
る
限
り
、
内
地
農
業
の
念
遁
な
る

表
額
、
満
洲
岡
由
来
一
騒
に
於
け
る
穀
作
農
業
の
進
行
は
極
め
て
必
然
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
か
L
.
る
事
情
か
ら
満
洲
闘
に
於
け
る
米
作

の
許
可
制
と
左
る
が
如
き
、
己
を
得
ぎ
る
針
策
で
あ
ら
う
。
潟
支
に
於
け
る
農
業
の
護
法
は
一
方
、
綿
花
、
羊
毛
等
の
如
き
日
本
工

業
の
原
料
の
震
に
、
而
し
て
特
に
穀
作
養
讃
の
如
き
満
支
そ
の
も
の
の
生
活
を
高
む
る
震
に
、
此
二
の
目
的
に
向
ふ
ぺ
き
で
る
る
。

そ
の
震
に
は
生
産
や
輪
出
入
の
統
制
を
強
化
す
る
と
と
も
亦
己
を
得
た
い
で
あ
ら
う
。

日
本
農
民
の
犬
陸
移
動
の
園
防
的
必
要
を
認

む
る
に
於
て
敢
て
人
後
に
落
つ
る
も
の
で
は
左
い
。
け
れ
左
も
、
そ
れ
を
賀
行
す
る
と
同
時
に
、
日
本
に
於
け
る
農
村
の
人
口
維
持

は
あ
ら
ゆ
る
見
地
か
ら
見
て
、
日
本
民
族
の
自
衛
の
潟
に
快
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で

b
ら
う
。
必
要
に
際
じ
で
は
工
費
を
投
じ
で
図

内
の
干
拓
開
墾
を
行
ふ
と
と
も
亦
不
可
友
ら
や
と
忠
は
れ
る
。

東
亜
民
放
の
形
成

王王
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五
回

内
地
か
ら
の
資
本
投
下
に
つ
い
て
も
、
亦
考
ふ
ぺ
き
も
の
が
あ
る
。
此
資
本
投
下
は
内
地
に
於
て
必
要
と
す
る
資
源
の
間
後
の
矯

に
行
は
る
る
こ
と
、
己
を
得
な
い
。
鋭
、
石
川
次
、
盤
、
諸
種
の
金
属
等
に
つ
き
。
並
び
に
農
民
の
生
祈
向
上
に
資
す
べ
き
僚
件
を
作

り
出
す
矯
の
治
水
、
濯
椛
の
設
備
の
如
き
。
け
れ
ど
も
、
軍
需
の
潟
陀
内
地
の
生
産
力
掠
充
の
震
に
莫
大
友
る
資
力
を
必
要
と
す
る

近
世
」
賂
来
の
日
本
か
ら
資
本
の
念
速
な
る
輪
同
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
困
難
で
も
あ
ら
う
し
、

叉
日
本
青
誕
の
骨
摘
に
考
ふ
ぺ
き

こ
と
E
も
あ
る
。
例
へ
ば
、
紡
績
比
ハ
他
内
総
工
弘
に
の
如
き
、
北
川
し
資
本
の
惟
一
向
に
努
力
す
る
た
ら
は
、
全
部
大
陪
に
移
縛
し
て
、
内

地
に
は
僅
に
利
潤
の
み
が
流
入
す
る
で
る
ら
う
。
或
は
そ
れ
を
以
て
一
の
必
然
で
あ
る
と
注
し
、
内
地
工
菜
の
重
工
業
偏
重
一
を
喜
ぶ

べ
し
と
す
る
も
の
が
あ
る
た
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
如
き
危
険
を
思
は
ざ
る
も
の
で
る
る
。
残
存
す
る
産
業
を
以
て
果
し
て
内
地
の
増

加
人
口
を
吸
牧
し
う
ぺ
き
や
否
や
。
何
人
も
之
を
禁
制
し
得
た
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
上
、
重
工
業
は
景
気
の
費
動
に
於
け
る
振
幅
の

最
も
犬
な
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
だ
け
圏
民
を
強
く
失
業
の
危
険
に
さ
ら
さ
せ
る
。
叉
、
今
日
の
貫
工
業
は
軍
需
の
支
柱
に

よ
っ
て
繁
栄
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
平
時
の
需
要
に
若
干
と
も
復
す
る
揚
合
、

そ
れ
に
よ
っ
て
果
し
て
十
分
自
立
す
る
だ
け
の
設
建
段

階
に
達
し
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、

こ
れ
は
な
ほ
か
す
に
時
日
を
以
て
し
て
、
は
じ
め
て
判
断
せ
ら
る
べ
き
こ
と
で
は
た
い
か
。

政
治
的
に
は
強
力
た
る
統
制
生
加
ふ
る
と
共
に
、
他
の
東
盟
諸
民
族
の
生
活
は
愈
ヒ
之
在
高
め
且
つ
安
同
に
す
る
と
と
、

i

L
王
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μ

日
本
と
東
亜
に
と
っ
て
の
自
衛
の
道
で
あ
る
。
漢
、
浦
、
古
誌
の
諸
民
族
の
生
活
が
著
し
く
低
位
に
七
回
る
限
り
、
若
し
技
術
能
力
に
差

等
友
し
と
す
れ
ば
、
資
本
の
大
陸
進
出
は
そ
れ
だ
け
日
本
の
時
業
を
危
く
す
る
。
此
意
味
に
於
て
も
こ
れ
ら
の
諸
民
族
の
生
活
を
高

め
か
ば
左
ら
や
、
而
も
こ
れ
を
い
両
む
る
が
矯
に
外
資
(
欧
米
の
資
本
)
を
入
る
る
こ
と
が
、

針
立
的
地
位
に
あ
る
大
陣
産
業
を
促
進
す

る
と
と
に
な
る
た
ら
ば
、
そ
こ
に
た
Y

一
の
結
論
が
あ
る
許
り
で
あ
る
。
土
着
の
一
民
族
資
本
の
荷
動
は
む
る
べ
く
之
を
抑
墜
す
る
と



L
」
夜
く
、

こ
れ
に
封
し
て
必
要
な
る
限
度
の
統
制
中
一
加
ふ
る
と
と
に
す
る
外
は
な
い
で
あ
ら
う
。
欧
米
の
帝
薗
主
義
ず
ら
か
ミ
る
士

者
資
本
を
墜
迫
せ
守
、
出
品
で
る
と
れ
と
提
傍
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
郊
民
族
と
の
摩
擦
を
緑
和
す
る
と
と
に
力
め
た
。

勿
論
外
岡
資
本
の
進
出
に
つ
い
て
は
複
雑
な
る
問
題
が
あ
る
。
英
悌
そ
の
他
の
資
本
主
義
歯
と
し
て
は
百
年
以
前
よ
打
搾
取
の
絶

好
な
る
封
象
と
し
て
注
目
し
、
英
大
な
る
資
本
を
投
下
し
、
又
持
費
と
生
命
と
を
つ

F
と
め
る
所
で
あ
る
。

日
本
の
勢
力
の
現
寅
を

見
る
に
は
し
て
も
、

そ
れ
な
ら
ば
と
い
っ
て
、
直
に
引
き
下
る
と
と
も
な
い
で
る
ら
う
。
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
以
て
茜
き
権
銭
を
王
張

し
、
そ
れ
を
茶
礎
と
し
て
所
謂
門
戸
の
開
放
を
求
め
新
友
る
投
資
に
努
力
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
謝
す
る
日
本
の
態
度

と
し
て
は
、
例
へ
ば
濁
伊
に
封
し
、
英
仰
に
封
し
、
又
米
関
に
封
し
決
し
て
一
概
に
論
ピ
去
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
別
々
の
事
情
は
あ
る

こ
と
と
思
ふ
が
、
大
型
の
方
針
と
し
て
は
、
ト
え
滞
民
族
を
こ
れ
以
上
欧
米
資
本
の
一
好
併
と
な
さ
ぎ
る
と
と
で
た
く
て
は
な
ら
ぬ
。
此

方
針
を
貫
徹
し
得
る
も
の
は
日
本
の
事
責
上
に
於
け
る
力
で
あ
る
が
、
複
雑
な
る
事
情
に
曜
畑
中
る
慮
置
に
つ
い
て
は
誌
に
論
及
し
得

る
と
こ
ろ
で
は
友
い
。

各
東
亜
民
放
に
討
す
る
文
化
工
作
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
環
定
し
た
け
れ
ど
も
、
預
定
紙
数
既
に
抽
出
す
所
が
友
い
3

た

r

そ
れ
に
闘
す
る
結
論
を
の
み
遮
ぺ
ょ
う
。

日
本
情
岬
は
直
に
十
九
那
の
民
族
に
移
慌
し
港
く
、

三
民
主
義
亦
交
祁
を
亡
ぼ
す
も
の
で
る

る
と
ナ
る
な
ら
ば
、
念
に
新
し
き
思
想
を
作
り
上
げ
て
之
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
コ
東
亜
民
放
の
結
束
の
意
識

の
中
か
ら
そ
れ
は
生
れ
よ
う
。
而
も
、
之
を
生
む
と
こ
ろ
の
力
は
た
U
貴
行
そ
の
も
の
の
底
に
あ
る

3

歴
史
は
議
怨
を
こ
え
て
躍
動

寸
る
。
去
の
問
か
ら
新
し
い
忠
怨
が
立
ち
上
ら
う
。
(
昭
和
中
三
年
十
一
周
ニ
十
日
)

東
亜
民
族
白
形
成

五
互五


