
唱 h

含苧湯字経孝え圏帝都京

摂一事事-+瓦第
F宅一1;: . 3I..→a ラPR P宮

外
雑岡 葉 ハ北 白理江 日 践賞皐 民族主ン支 出想戸 木

セ満 主義貿易 型時 園
誌、報 y 洲損害保 理代 と と義
論の 論の しと

題 附人口 設のの方 産奨励図 肝蘭領東時ての帝岡齢
政険 吟法 印 日主修司

策市味的 度本義
に場 意 経担依

録就 m 識究論 m皐-叢

て z

-・・・ ・・

担極 極鯉紐 詰 極支:

済済 済済済 畢 璽瞳
串串 串串串 博 高博

士士 土士士 士 士士

青佐 岡出堀 末 谷高

盛波 倉口江 庚 口問

平日立 伯勇保 重 吉保

雄平 土蔵蔵 雄 彦馬



F丞
、足尋

34常

叢
第
五
十
一
巻

第

続

通

唖

揖

晶

胃

畳

穆

昭
和
十
五
年
七
月
後
行

論

叢

民
族
主
義
、r、.

帝

岡

主

義

主主
fi'司

田

保

馬

v 
h 

今
日
帝
園
主
義
は
資
本
主
義
の
最
後
の
段
階
で
あ
り
、
従
っ
て
資
本
主
義
の
特
殊
な
る
一
形
態
に
外
た
ら
ぬ
と
す
る
見
解
が
ひ
ろ

〈
行
は
れ
て
ゐ
る
。
け
れ

E
も
と
れ
は
事
態
。
異
相
に
徹
せ
ざ
る
見
方
で
あ
る
。
帝
園
主
義
は
資
本
主
義
の
一
形
態
で
あ
る
よ
り
も

む
し
ら
共
立
野
物
で
あ
る
と
考
ム
ペ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ば
む
し
ろ
民
族
主
義
と
精
接
た
る
類
縁
を
も
っ
。
と
の
賭
を
考
察
し
て
見
よ

う
ま
づ
此
分
析
に
入
る
忙
先
だ
ち
て
、
帝
国
主
義
と
は
何
で
あ
る
か
を
考
へ
ょ
う
。
帝
園
主
義
の
主
憶
と
し
て
は
園
家
が
考
へ
ち
る

民
族
主
義
と
帝
園
主
議

第
宜
十
一
巻

傍

観



民
族
主
義
と
帝
園
主
義

第
五
十
一
巻

聖書

雄

一

べ
き
で
あ
る
。
勿
論
一
帝
王
、
又
は
英
雄
の
意
志
又
は
一
民
族
の
情
熱
に
従
っ
て
岡
家
が
帝
聞
主
義
的
行
動
に
出
づ
る
こ
と
あ
り
と

じ
て
も
、
そ
の
主
慣
と
し
て
見
ち
る
べ
昔
も
の
は
岡
家
で
あ
り
そ
の
王
者
文
は
野
心
あ
る
政
治
家
で
も
叉
そ
の
民
族
で
も
友
い
。
け

れ

E
も
此
主
韓
た
る
園
家
が
如
何
友
る
態
度
を
と
る
と
曹
に
帝
国
主
義
的
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
勢
力
を
外
部
に
仲
張
し
よ
う
と
す
る

と
と
を
求
む
る
と
昔
に
帝
岡
主
義
的
で
あ
る
と
い
ム
。
例
へ
ば
閣
内
の
資
源
を
開
設
し
、
内
部
の
統
一
を
強
化
し
、
民
衆
の
生
活
を

高
一
世
る
と
い
ム
が
如
昔
、
所
調
民
衆
の
繭
利
秩
序
の
整
頓
を
策
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
帝
園
主
義
的
で
あ
る
と
は
考
へ
ら
れ
由
。

い
は
刊
誌
岡
家
活
動
が
内
匂
的
に
強
化
し
岡
家
勢
力
が
内
部
に
伸
張
す
る
に
し
て
も
、
己
れ
は
帝
国
主
義
の
中
に
教
へ
ら
れ
ね
。

園

家
が
共
領
土
の
横
張
を
求
む
る
か
、
叉
は
共
主
槙
の
及
ぶ
べ
き
範
囲
の
摘
大
聖
求
む
る
の
で
左
〈
と
も
、
共
政
治
的
勢
力
の
範
閣
の

捕
犬
を
求
む
る
と
き
、
そ
と
に
帝
園
主
義
的
活
動
が
あ
る
と
い
ム
。
外
部
に
向
っ
て
草
に
経
済
的
交
渉
を
強
め
叉
は
自
己
の
文
化
を

宣
布
す
る
己
と
あ
り
と
し
て
も
、
そ
の

E
と
自
憶
は
決
し
て
帝
園
主
義
と
い
は
る
る
の
で
は
左
い
。
そ
れ
は
帝
国
主
義
の
手
段
で
あ

り
、
又
は
刑
次
的
現
象
で
は
あ
る
に
し
て
も
帝
国
主
義
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
岡
家
が
共
園
家
と
し
て
の
荷
動
叉
は
勢
力
を
外
部
に

仲
張
せ
し
む
る
と
き
に
、
従
っ
て
政
治
的
に
繍
充
を
求
む
る
と
き
に
そ
れ
は
帝
聞
主
義
的
で
あ
る
と
い
ふ
。
岡
家
が
つ
ね
に
地
縁
的

空
間
的
結
合
で
あ
る
賄
か
ら
い
ふ
も
帝
国
主
義
は
つ
ね
に
此
窓
聞
の
撲
大
と
し
て
あ
ち
は
れ
る
。

帝
国
主
義
は
一
の
民
族
又
は
闇
民
の
際
限
な
昔
横
充
の
要
求
に
外
な
ら
ぬ
と
い
ふ
説
明
の
仕
方
が
あ
る
。
此
説
明
忙
つ
い
て
は
帝

国
主
義
の
主
帥
帽
を
如
何
な
る
も
の
と
見
る
か
に
つ
い
て
一
の
問
題
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ

Edh-
そ
れ
を
措
い
て
考
る
ふ
も
、
そ
の

際
限
在
き
披
充
の
要
求
は
之
を
潜
勢
的
可
能
的
た
る
楽
に
於
て
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
そ
の
現
勢
的
後
動
的
た
る
姿
に
於
て
考

へ
る
己
と
が
同
来
る
。
潜
勢
的
に
は
如
何
た
る
民
族
と
い
へ
ど
も
此
要
求
を
も
た
ね
こ
と
は
な
い
。
如
何
忙
抑
魅
せ
ら
れ
た
る
民
族



に
あ
っ
て
も
勢
力
意
士
山
は
共
民
族
的
自
我
の
本
質
に
属
す
る
己
と
で
あ
る
。
と
己
"
の
が
帝
閣
主
義
を
弱
小
の
民
族
又
は
園
出
現
に
認
め

自
と
い
ム
己
と
は
、
そ
の
要
求
が
単
に
潜
在
的
で
あ
る
か
ら
に
止
ま
る
。
帝
闘
主
義
に
あ
っ
て
は
此
摘
充
の
要
求
が
現
貫
的
で
あ
り

掠
充
の
訴
動
と
た
っ
て
行
は
れ
つ
h
あ
る
E
と
が
意
味
せ
ら
れ
る
。
而
も
此
蹴
充
が
間
四
家
の
空
間
的
撒
充
で
あ
る
己
と
は
前
に
漣
べ

た
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
調
ふ
に
同
家
は
共
槽
力
の
及
ぶ
叫
域
主
領
土
と
し
て
共
構
成
要
素
と
し
て
含
む
。
と
れ
は
一
一
曲
岡
家
の
考
察

か
ち
の
見
方
で
あ
る
が
、
更
に
根
本
的
に
は
園
家
的
自
我
の
立
場
に
立
っ
て
考
ム
る
と
き
の
成
員
の
見
方
で
も
あ
る
。
己
れ
に
よ
る

と
領
土
乃
至
園
憾
の
及
ぶ
地
域
は
困
家
の
身
惜
の
一
部
分
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
の
横
吉
川
は
岡
家
身
酬
闘
の
捕
吏
で
あ
る

か
の
煮
識
を
以
て
迎
へ
ち
れ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
此
定
閥
的
損
充

E
如
何
在
る
岡
家
と
い
へ

E
も
要
求
せ
ぎ
る
も
の
は
友
い
。
然
る

に
拘
は
ら
や
、
共
勢
力
微
弱
に
し
て
動
も
す
れ
ば
外
部
の
魅
力
に
肥
服
し
よ
う
と
し
、
僅
忙
北
ハ
獅
立
を
保
持
し
て
ゐ
る
が
如
き
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
己
に
帝
同
主
義
が
あ
る
と
は
い
は
由
。
そ
己
で
現
貨
に
於
て
、
い
か
友
る
稗
度
ま
で
繍
充
を
求
め
土
う
と
す
る
と

き
に
帝
閣
主
義
が
あ
る
と
い
ふ
か
。
と
れ
に
は
二
の
考
五
が
あ
り
得
る

U

そ
の
一
は
、
岡
家
文
は
民
族
の
自
然
的
危
る
限
界
の
存
す

る
と
と
を
認
め
る
。
そ
れ
を
と
え
て
摘
芳
し
よ
う
と
い
ふ
要
求
を
も
っ
と
昔
に
、
そ
と
に
現
勢
的
た
る
繍
充
の
嬰
求
が
あ
り
、
帝
国

主
義
が
支
配
す
る
と
見
る
。
け
れ
ど
も
、
自
然
の
限
界
と
い
ふ
も
の
の
何
で
あ
る
か
は
之
を
客
槻
的
に
判
定
す
る
棋
昨
が
友
い
で
あ

ち
ろ
。
た
む
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
的
に
の
み
定
ま
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
そ
と
で
次
の
考
方
が
あ
る
。
岡
家
の
限
界
忙
は
一
の
歴
史

的
在
る
も
の
が
あ
る
。
此
歴
史
的
限

A
を
恢
復
し
よ
う
と
す
る
要
求
は
自
然
の
要
求
で
あ
り
、
そ
の
限
界
は
自
然
の
限
界
で
あ
る
。

そ
と
ま
で
の
損
充
は
z
M
W
図
主
義
的
の
も
の
で
は
在
い
。
げ
れ
ど
も
か
ろ
見
る
と
昔
に
は
、
奮
脅
歴
史
聖
も
勺
大
帝
岡
の
後
を
ろ
け
た

る
同
一
判
例
へ
ば
伊
太
利
の
如
昔
は
全
欧
洲
を
併
合
し
う
る
と
す
る
も
た
ほ
帝
国
主
義
的
で
は
左
い
と
い
ふ
己
と
に
紅
毛
。
そ
こ
で
一

民
族
主
義
と
帝
国
主
義

第
宜
十
一
巻

第

披
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四

第

擁

四

の
岡
家
が
帝
岡
主
義
的
で
あ
る
か
否
か
は
、
現
欣
か
ら
出
荷
四
し
て
考
ふ
る
外
は
な
い
。
そ
れ
が
現
に
他
闘
の
保
護
干
渉
の
下
に
立
た

十
、
十
分
注
る
猫
立
を
保
持
し
て
ゐ
る
揚
合
に
於
て
、
其
閣
時
間
の
及
ぶ
範
閣
を
外
部
に
向
っ
て
伸
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
己

に
帝
岡
主
義
が
支
配
し
て
ゐ
る
と
い
ム
ベ
昔
で
あ
ら
う
。
自
然
の
境
界
、
歴
史
的
な
る
境
界
と
い
ふ
が
如
ま
概
念
は
あ
る
一
闘
の
方

針
が
自
己
償
責
的
で
あ
っ
て
も
帝
同
主
義
的
で
は
な
い
と
い
ふ
白
己
掃
誌
の
資
料
と
は
な
り
得
る
で
あ
ら
ろ
が
、
帝
国
主
義
の
客
観

的
分
析
に
用
ム
ベ
昔
概
念
で
あ
る
と
は
考
へ
ら
れ
由
。
友
ほ
自
然
的
、
歴
史
的
在
る
境
界
の
外
に
存
立
の
穏
に
必
要
友
る
境
界
い
は

ピ
生
命
線
の
概
念
が
考
へ
ら
れ
、
帝
国
主
義
と
い
ふ
の
は
そ
れ
を
こ
え
た
る
蛸
充
で
あ
る
ム
」
い
ム
。
け
れ

E
も
と
れ
ム
」
て
も
畢
党
イ

ヂ
オ
ロ
ギ
イ
的
の
も
の
一
、
何
れ
の
岡
家
と
い
へ
ど
も
か
i
h

る
理
由
を
以
て
自
ら
帝
岡
烹
義
的
危
ら
や
と
い
び
な
が
ら
其
版
闘
を
横
張

し
う
る
で
あ
ら
う
。

ーー

帝
閣
主
義
の
撲
賓
の
要
求
は
常
に
二
の
方
向
に
向
ふ
。

一
方
に
於
て
そ
れ
は
針
等
の
丈
化
と
宮
と
を
も
っ
と
乙
る
の
諸
闘
に
向
け

ち
れ
る
。
己
れ
は
一
方
に
於
て
帝
岡
主
義
図
柄

E
間
に
於
け
る
横
主
要
求
の
衝
突
従
っ
て
摩
擦
を
来
す
。
普
仰
戦
争
欧
洲
大
戦
と
い

ふ
が
如
き
は
、
そ
れ
の
代
表
的
な
る
例
で
あ
る
。
た
ピ
此
種
の
衝
突
い
は
ピ
強
閥
聞
の
衝
突
は
相
手
忙
針
し
て
勝
利
を
得
る
が
矯
従

つ
で
相
手
の
上
に
又
は
共
闘
土
の
一
部
分
の
上
に
樺
力
を
及
ぼ
す
が
潟
に
よ
り
も
、
寧
ろ
共
所
有
す
る
植
民
地
の
争
奪
の
潟
に
行
は

る
る
己
と
が
多
い
。
文
明
国
中
の
小
闘
に
針
し
て
膝
迫
を
加
へ
、
之
を
吸
収
し
よ
う
L
し
す
る
現
象
は
最
近
に
於
て
顕
著
に
た
っ
て
来

た
。
己
れ
は
皆
漏
滋
の
態
度
に
闘
す
る
。
か
つ
て
欧
洲
の
小
園
は
す
べ
て
各
列
強
の
勢
力
均
衡
の
蔭
陀
か
ぐ
れ
て
共
政
治
的
調
立
と

経
済
的
繁
栄
と
を
享
受
し
て
ゐ
だ
の
で
あ
る
が
、
最
近
濁
逸
ソ
碗
D
4
4
力
充
貨
と
共
に
此
均
衡
が
破
る
る
や
そ
れ
ら
は
間
近
の
小
園



の
裁
食
を
開
始
し
、
世
界
に
全
〈
新
た
る
事
態
を
作
り
出
し
て
ゐ
る
。
と
れ
ば
帝
聞
主
義
の
作
用
し
て
ゆ

f
一
の
新
し
昔
方
向
た
る

を
失
は
ぬ
で
あ
ら
う
。
け
れ

E
も
そ
れ
の
本
来
の
方
向
は
抵
抗
の
更
に
弱
脅
も
の
一
、
郎
ゆ
っ
後
誰
民
族
の
上
に
及
ぶ
。
そ
と
に
政
治
的

勢
力
が
加
へ
ら
る
る
と
と
も
に
、
英
資
棋
の
利
用
、
市
揚
の
開
拓
、
務
本
の
輸
出
、
軍
事
的
利
用
等
が
行
は
れ
用
調
植
民
的
活
動
の

針
象
と
せ
ら
れ
る
。
若
し
そ
れ
の
上
に
か
h
る
前
動
が
十
分
に
行
は
れ
得
ぎ
る
所
あ
り
と
す
れ
ぽ
一
に
、
他
の
列
掛
か
ら
の
反
抗
そ

れ
と
の
摩
擦
の
岡
挫
の
ゆ
ゑ
に
外
な
ら
ね
。
近
代
に
於
け
る
帝
園
主
義
を
見
る
に
、
ぞ
れ
の
杭
民
地
獲
得
乃
至
被
援
漣
動
の
み
が
格

別
に
日
立
つ
の
は
岡
家
の
低
級
枇
脅
の
坤
域
へ
の
進
出
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
主
帝
闘
主
義
が
一
に
、
経
済
的
利
相
忙
を
求
め
て
植
民
地
を

求
む
る
方
針
で
あ
る
が
知
〈
に
考
へ
ら
る
る
け
れ

E
も
、
そ
れ
は
た
ピ
結
果
だ
け
か
ら
見
た
る
鈴
魔
比
外
た
ち
ゃ
、
帝
閥
主
義
は
何

よ
り
も
欧
緋
巴
白
慌
に
於
け
る
本
闘
の
伸
張
を
目
ざ
す
。
た
w
h

ぞ
れ
が
勢
力
の
均
衡
の
唖
摘
に
あ
ち
は
れ
な
か
っ
た
に
過

F
由
。
最
近

に
於
け
る
猟
逸
の
進
出
は
す
べ
て
己
の
E
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

さ
て
此
の
如
〈
に
見
て
来
る
と
、
帝
図
主
義
は
少
く
も
近
代
に
於
て
、
民
族
主
義
の
一
延
長
忙
外
在
ち
ゃ
、
民
族
の
自
己
鋪
充
の

要
求
が
あ
る
段
階
乃
至
程
度
を
と
ゆ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
は
帝
副
主
義
の
形
を
と
る
。
勿
論
此
帝
岡
主
義
的
方
針
が

E
己
ま
で
強
め

ら
る
る
か
に
闘
し
で
は
、
或
は
王
者
乃
至
武
摘
の
功
名
心
、
あ
る
支
配
的
政
治
家
や
政
撲
の
政
策
等
が
種
々
た
る
決
定
事
情
と
し
て

作
用
す
る
で
あ
ち
う
。
け
れ

E
も
こ
れ
ら
の
嬰
化
動
揺
に
も
拘
は
ち
ゃ
、
民
族
の
自
己
積
赤
の
要
求
が
常
に
根
抵
に
作
用
し
て
ゐ
る

が
ゆ
ゑ
に
、

一
の
閥
家
は
共
外
部
へ
の
仲
張
が
可
能
で
あ
る
限
り
之
を
賓
現

L
ょ
う
と
ナ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
忙
例
へ
ば
、
調
逸
が
最
近

に
於
て
チ
エ
ツ
コ
を
併
せ
ポ
オ
ラ
ン
ド
忙
準
駐
し
、
バ
ル
カ
ン
に
懐
柔
の
手
を
延
ぽ
ず
に
及
び
、
白
九
大
地
域
主
義
又
は
大
空
間
秩

序
を
稿
ム
る
に
至
っ
た
の
を
見
て
、
そ
れ
は
民
族
主
義
を
す
て
て
新
在
る
方
針
に
向
へ
り
と
見
る
の
は
、
事
賞
と
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
イ
と

民
族
主
義
と
帝
図
主
義

僚
主
寸
一
巻

五

停

旗

五
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六

解

腕

を
混
同
す
る
も
の
で
あ
り
、
出
問
解
主
事
賓
と
見
る
も
の
で
あ
る
。
か
t
A

る
大
地
域
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
帝
岡
主
義
の
形
態
を

ム
」
る
と
こ
ろ
の
民
族
主
、
誌
の
必
然
的
段
階
で
あ
る
。
た
ピ
此
伸
展
E
H附
議
す
る
潟
に
、
地
域
主
誌
の
名
制
怖
を
用
ム
る
に
外
友
ら
宇
、

如
何
た
る
衣
裳
を
用
ふ
る
に
拘
は
ら
や
、
民
族
主
義
の
本
棋
に
於
て
は
何
の
副
党
化
も
た
い
。

今
日
の
帝
問
主
義
が
民
族
主
義
の
一
延
長
で
あ
る
こ
と
は
守
ひ
難
い
に
し
て
も
、
識
に
民
族
主
義
が
帝
問
主
義
と
し
て
の
み
作
用

す
る
ム
」
い
ひ
が
た
い
と
と
勿
論
で
あ
る
。
民
鉄
主
義
は
共
民
族
の
い
置
か
れ
て
ゐ
る
政
治
的
歌
況
忙
舷
じ
て
種
々
な
る
形
態
を
と
る
。

今
主
で
各
の
文
明
闘
を
眼
中
に
置
い
て
考
へ
ぞ
き
た
が
、
庚
く
他
の
園
口
説
又
は
民
族
を
も
考
慮
円
中
忙
入
れ
よ
ろ
。
叫
ソ
エ
ル
ザ
イ
ユ

保
約
は
所
謂
民
族
同
決
主
義
を
と
り
、
バ
ル
カ
ン
北
欧
に
多
数
の
小
園
家
を
作
り
上
げ
た
。
と
れ
は
政
治
家
の
意
問
、
回
際
勢
力
均

衡
の
事
情
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
ゃ
う
で
あ
る
が
、
共
寅
各
の
民
族
の
民
族
主
義
的
要
望
忙
舷
へ
た
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ

る
o

而
し
て
こ
れ
ら
の
民
族
は
別
に
丈
化
の
程
度
に
於
て
低
級
で
あ
る
の
で
も
友
く
、

経
済
的
に
絞
取
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
も
た

く
、
た
い
ゐ
民
族
の
政
治
的
問
律
を
求
め
た
に
過
ぎ
ね
と
い
ふ
と
と
に
た
る
。
い
は
Y
少
数
の
民
族
が
大
闘
の
政
治
的
統
一
の
中
か
ら

分
れ
て
濁
立
を
寅
現
せ
し
め
た
る
己
と
と
在
る
。
た
Y
か
h
る
少
数
民
族
が
今
後
ど
と
ま
で
共
白
律
を
つ
ピ
け
得
る
や
、
今
日
ス
カ

V

ヂ
ナ
グ
イ
ア
の
各
園
芸
へ
共
獅
立
を
失
は
ん
と
し
つ
i
A

あ
る
場
合
に
於
て
、
結
山
本
や
知
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
ま
た
民
族
主

義
は
植
民
地
乃
至
半
杭
民
地
的
岡
家
に
於
て
杭
目
す
べ
き
形
態
を
と
る
。
明
治
維
新
前
後
に
於
け
る
日
本
の
民
族
主
義
は
そ
の
民
族

同
{
哉
の
完
全
な
る
澗
立
を
保
持
し
て
失
は
ぎ
ら
む
と
す
る
要
求
で
あ
っ
た
。
今
日
の
支
那
に
於
け
る
民
族
主
義
は
あ
く
ま
で
民
族
同

家
の
完
成
と
澗
立
の
同
夜
と
を
目
ざ
し
て
ゐ
る
。
印
度
に
於
け
る
民
族
主
義
に
五
つ
て
は
か
t
A

る
目
標
ま
で
の
距
離
が
極
め
て
遠
い

忙
し
で
も
、
や
は
わ
同
様
の
己
と
を
求
め
て
ゐ
る
。
日
本
は
今
や
と
の
段
階
か
ら
遜
に
呉
れ
る
段
階
に
進
入
し
た
の
で
あ
る
が
、
己



れ
ら
の
後
進
諸
国
民
於
け
る
民
族
主
義
は
己
の
意
味
に
於
て
列
強
の
帝
国
主
義
的
民
族
主
義
よ
り
も
遅
れ
て
ゐ
る
。

一
は
い
ふ
ま
で

も
な
〈
物
質
文
化
従
っ
て
軍
事
的
装
備
の
鈷
に
於
て
護
れ
て
ゐ
る
。
市
引
に
欧
州
列
強
の
民
族
闘
家
が
つ
と
に
完
成
し
、
そ
れ
が
帝
園

主
義
的
在
る
侵
略
を
進
む
る
に
営
り
、
此
侵
略
の
相
手
と
在
っ
て
居
り
、
従
っ
て
其
歴
迫
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
白
欣
況
に
置
か

れ
て
ゐ
る
。
い
は
ピ
此
二
重
の
握
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
民
族
園
家
の
賓
現
は
極
め
て
困
難
な
る
情
勢
に
あ
る
。
こ
の
ほ
か
な
ほ
弱
小

在
る
有
色
人
穫
の
諸
集
固
に
あ
っ
て
は
、
白
人
の
歴
遁
に
針
抗
し
て
立
上
ら
う
と
す
る
要
求
、
い
は
ピ
一
一
穫
の
民
族
王
義
が
芽
生
え

つ
a
h

あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
目
標
に
到
達
す
る
と
と
の
飴
り
に
困
難
在
る
が
た
め
に
、
た
ほ
未
だ
明
確
友
る
運
動
の
形
を
と
る
に

至
ら
ぬ
。
要
す
る
に
、
民
族
主
義
そ
の
も
の
は
民
族
の
集
圃
的
自
我
の
勢
力
要
求
で
あ
る
。
い
は
い

h

民
族
的
勢
力
意
志
で
あ
る
。
モ

れ
は
種
々
た
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
を
以
て
粉
飾
せ
ら
る
る
で
あ
ち
ろ
。
或
は
民
族
の
自
治
叉
は
自
決
の
自
由
を
以
て
、
或
は
民
族
が
一

園
家
を
在
す
と
い
ふ
と
と
の
自
ら
正
義
に
合
す
る
と
い
ふ
主
張
を
以
て
、
或
は
白
岡
の
優
越
せ
る
文
化
を
弘
布
す
る
己
と
の
人
類
の

向
上
に
と
っ
て
必
要
注
り
と
い
ム
理
由
を
以
て
。
而
し
て
最
近
の
凋
逸
の
如
き
は
一
定
の
秩
序
を
闘
家
を
こ
え
た
る
空
間
陀
亙
っ
て

確
立
す
る
こ
と
の
必
要
を
力
説
し
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
、

己
れ
ら
の
硯
念
乃
至
主
張
は
す
ぺ
て
所
謂
振
生
慨
に
屈
す
る
こ
と
で
あ

h-、そ
れ
が
た
え
宇
鑓
化
す
る
に
拘
は
ら
宇
、
所
謂
某
慢
と
し
て
の
民
族
主
義
は
常
忙
肱
?
と
し
て
持
続
す
る
。

さ
て
帝
園
主
義
は
完
全
に
猫
立
ナ
る
一
園
勢
力
の
現
欣
を
己
え
た
る
外
部
的
損
充
の
努
力
で
あ
る
と
解
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は

意
識
的
計
葺
的
な
る
と
と
を
要
し
、
従
っ
て
武
力
を
背
後
に
も
つ
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
皐
純
に
あ
る
宗
教
的
信
念
の
弘
通
あ
る

政
治
的
主
張
の
宣
布
、
又
は
ひ
る
く
一
定
の
民
族
文
化
の
侍
播
を
そ
れ
白
憾
と
し
て
目
ざ
す
己
と
あ
り
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に

民
族
主
義
と
帝
岡
主
義

僚
主
十
一
審
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J、

聖書

説

J、

帝
国
主
義
で
あ
る
と
は
い
は
れ
得
た
い
で
あ
ら
号
。
現
賓
の
帝
闘
主
義
が
つ
ね
に
共
補
助
工
作
と
し
て
、
文
は
そ
の
正
植
を
蔽
ひ
か

く
す
方
便
と
し
て
と
れ
ら
の
努
力
を
依
〈
と
と
が
・
泣
い
忙
し
で
も
、
そ
れ
は
自
ら
別
の
問
題
で
あ
る
。
か
ミ
る
文
化
的
工
作
は
必
十

ゃ
、
政
治
的
優
越
の
地
位
を
得
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
し
、
之
を
得
た
呂
も
の
は
そ
の
利
用
を
忠
れ
や
、
迭
に
向
ら
帝
問
主
義
的
行
動

に
入
る
。
今
日
の
ソ
聯
の
如
昔
、
営
初
の
共
産
主
義
に
よ
る
世
界
革
命
の
宣
停
が
主
義
の
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
今
日
に
於
て

は
全
く
政
治
的
抵
抗
の
弱
小
在
る
地
域
を
併
呑
し
よ
う
と
す
る
帝
闘
主
義
以
外
の
何
物
で
あ
る
と
も
思
は
れ
ぬ
。

勿
論
か
く
の
如
〈
規
定
せ
ち
れ
た
る
帝
園
主
義
は
極
め
て
形
式
的
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
古
き
時
代
の
岡
家
に
も
亦
共

通
友
る
も
の
で
あ
る
。
此
帝
国
主
義
が
時
代
の
差
具
、
社
合
的
組
織
の
差
異
に
熔
じ
て
種
々
在
る
色
彩
を
も
ち
、
縫
っ
て
種
々
た
る

形
態
を
も
っ
。
近
代
陀
於
け
る
帝
国
干
義
の
特
有
た
る
色
彩
の
一
、
と
し
て
数
ム
ペ
き
己
と
は
、

一
方
に
於
て
そ
れ
が
資
本
主
義
と
結

ぴ
、
勢
力
の
利
用
の
仕
方
が
つ
ね
に
経
済
的
で
あ
り
、
従
っ
て
資
本
の
進
出
と
い
ふ
外
視
を
と
る
と
と
で
あ
る
。
他
方
に
於
て
、
そ

れ
が
一
帝
王
又
は
一
英
雄
の
野
心
と
蹟
制
と
に
基
く
よ
り
も
、
む
し
ろ
民
族
成
員
の
白
務
的
た
る
要
求
、
別
し
て
一
定
の
民
族
的
理

想
の
拍
車
求
に
基
〈
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。

一
の
事
情
は
近
代
帝
国
主
義
を
し
て
動
も
寸
れ
は
資
本
主
義
の
一
形
態
又
は
一
段
階
で
あ

る
か
に
思
は
し
め
る
と
と
も
に
、
他
の
事
情
は
各
の
帝
国
主
義
を
し
て
樹
め
て
持
績
的
に
し
て
幾
世
紀
の
久
し
雪
に
亙
り
一
定
の
方

向
に
向
っ
て
進
行
せ
し
む
る
所
以
を
在
す
。
此
後
の
黙
を
十
分
に
現
解
す
る
矯
に
は
、
近
代
に
於
け
る
民
族
主
義
の
如
何
程
る
一
酉

が
帝
国
主
義
を
某
礎
づ
け
る
か
と
い
ム
こ
と
の
分
析
を
必
要
と
す
る
。

認
に
立
ち
か
へ
っ
て
民
族
主
義
と
帝
闘
主
義
と
の
閲
係
を
考
へ
民
族
主
義
の
如
何
な
る
一
一
闘
が
帝
図
主
義
と
結
ぶ
か
を
明
に
し
よ

ぅ
。
民
族
主
義
は
前
に
も
遁
ぺ
売
る
が
如
〈
、
民
族
的
自
我
の
損
充
の
要
求
で
あ
り
、
民
族
を
ま
慣
と
す
る
勢
力
の
欲
望
の
結
果
モ



の
も
の
に
外
注
ら
ぬ
。
そ
れ
は
一
一
間
忙
於
て
消
極
的
で
あ
る
。
民
族
は
共
統
一
と
自
彊
と
を
求
め
る
。
例
へ
ぽ
近
代
の
民
族
関
家
の

形
成
に
際
し
て
、
同
一
の
民
族
陀
属
す
る
も
の
は
自
ち
単
一
の
閥
家
を
在
し
て
生
活
せ
む
と
と
を
欲
し
、
又
共
文
化
を
高
め
闘
力
を

増
進
せ
ん
と
と
を
求
め
る
。
己
れ
だ
け
の
要
求
か
ら
は
図
家
が
現
在
の
地
域
を
固
守
す
る
か
又
は
民
族
同
決
的
に
同
有
の
一
民
族
の

み
を
一
園
家
に
包
擁
す
る
に
止
ま
り
、
空
間
的
に
共
地
域
を
と
え
て
伸
張
す
る
と
い
ふ
と
と
は
友
い
。
か
く
て
そ
と
に
帝
闘
主
義
と

い
ふ
も
の
は
行
は
れ
ね
。
行
れ

E
も
、
民
族
主
義
は
他
国
民
於
て
積
極
的
で
あ
る
。
民
族
岡
家
の
完
成
を
以
て
民
族
主
義
は
共
進
行

を
停
止
す
る
も
の
で
は
左
い
。
更
に
進
み
で
外
部
へ
の
政
治
的
進
展
を
求
め
る
。
己
れ
に
は
勿
論
一
一
の
場
合
が
あ
る
。
そ
の
一
は
弱

小
の
民
族
に
向
ふ
も
の
で
あ
る
。
と
れ
は
資
本
主
義
以
前
の
時
期
に
あ
っ
て
は
杭
服
又
は
戚
座
、
併
合
又
は
従
岡
崎
と
い
ふ
軍
事
政
治

的
形
式
を
と
り
納
貢
ム
」
い
ふ
粧
糖
的
過
程
を
伴
っ
た
の
で
あ
る
が
、
近
代
陀
入
っ
て
多
く
は
植
民
的
前
動
が
行
は
れ
、
従
っ
て
属
領

の
獲
得
と
在
る
己
と
も
あ
る
が
、
植
民
地
分
割
の
品
加
を
困
難
と
な
る
に
及
び
、
車
に
勢
力
範
開
を
伸
張
し
そ
と
に
市
場
争
開
拓
し
、

投
資
を
求
む
る
に
止
ま
る
。
数
多
の
闘
家
が
同
一
の
地
域
に
於
て
同
一
の
か
t
A

る
品
川
動
に
出
づ
る
と
曹
に
、
そ
れ
は
共
同
的
半
杭
民

地
形
態
を
と
り
、
所
調
門
戸
開
放
の
原
則
が
そ
と
に
支
配
す
る
。
要
す
る
に
、
資
本
主
義
国
家
の
後
進
民
族
比
針
す
る
民
族
主
義
は

此
意
味
に
於
て
一
の
積
極
的
形
態
を
と
り
、
帝
闘
主
義
と
し
て
作
用
す
る
。
他
の
一
は
資
本
主
義
岡
家
相
互
聞
に
欄
す
る
も
の
で
あ

る
。
民
族
関
家
は
更
に
進
み
て
共
勢
力
要
求
の
た
め
に
、
他
の
民
族
閥
家
の
上
に
攻
勢
に
向
で
、
武
力
文
は
財
力
、
其
他
の
外
交
的

手
段
に
つ
て
、
植
民
地
の
争
奪
を
行
ひ
、
叉
は
共
境
界
そ
の
も
の
の
改
訂
を
求
め
る
。
叉
は
等
し
〈
資
本
主
義
岡
家
中
に
於
け
る
弱

小
友
る
も
の
と
の
同
盟
協
定
等
に
よ
っ
て
そ
の
針
外
的
地
位
を
強
化
し
よ
う
と
力
め
る
。
此
意
味
に
於
て
近
代
の
民
族
同
家
は
共
確

立
完
成
の
段
階
宇
己
ゆ
る
や
、
皆
必
然
的
比
帝
国
主
義
の
段
階
に
入
れ
る
も
の
と
い
ふ
と
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
勿
論
そ
と
に
は

民
族
主
義
、
と
帝
闘
主
義

結
伊
豆
十
一
巻

九

告事

就

九
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義
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帝
園
主
義
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宜
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巻

O 

体

競

O 

屡
ミ
ピ
ス
マ
ル
ク
、
ヒ
ケ
ト
ラ
、
ム
ソ
リ
一
了
と
い
ム
が
如
き
あ
る
勢
力
あ
る
人
物
の
所
躍
が
目
だ
ち
、
や
L

も
す
れ
ば
岡
家
が
と
れ

ら
の
人
物
の
意
志
に
従
つ
て
の
み
動
く
が
加
く
陀
見
え
、
そ
と
に
民
放
主
義
内
作
用
を
み
と
め
が
た
き
か
に
も
考
へ
ら
れ
よ
う
。
け

れ
ど
も
、
表
面
と
事
態
の
買
相
と
は
自
ら
と
と
在
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
彼
等
に
よ
っ
て
寧
び
ら
る
る
民
族
が
共
民
族
主
義
の
要
求
に

燃
え
た
る
が
故
に
、
奥
へ
ら
れ
た
る
政
策
を
支
持
し
、
共
指
揮
に
従
っ
て
全
力
を
俸
ぐ
る
の
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
人
物
の
仕
事
は
、

自
ら
積
極
的
友
る
方
向
に
動
か
う
と
す
る
民
族
主
義
忙
明
確
友
る
方
向
を
輿
へ
て
、
之
を
帝
国
主
義
化
す
る
と
と
に
あ
る
。

古
昔
帝
岡
主
義
に
あ
っ
て
は
、
個
人
従
っ
て
岡
家
の
成
員
が
一
定
の
支
配
的
人
物
に
向
っ
て
献
身
的
態
度
に
出
で
、
そ
れ
に
従
開
局

し
て
一
憶
を
な
す
。
支
配
者
は
自
己
の
勢
力
要
求
に
動
か
さ
れ
て
岡
家
の
外
部
的
仲
張
を
求
め
る
。
枇
曾
的
忙
個
人
の
解
放
の
行
は

れ
ざ
る
場
合
に
於
け
る
帝
園
主
義
は
そ
れ
が
民
族
的
圏
結
を
地
盤
と
し
て
行
は
る
L
揚
合
に
あ
っ
て
も
、
個
人
的
、
英
雄
的
色
彩
の

下
に
蔽
は
れ
て
ゐ
る
。
近
代
の
帝
踊
主
義
に
あ
っ
て
は
、
如
何
に
指
導
者
白
人
物
が
表
厨
に
浮
び
出
で
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
岡
家

の
帝
園
主
義
的
活
動
が
常
に
わ
れ
ら
民
族
の
仕
事
と
し
て
要
求
と
し
て
行
は
れ
る
。
モ
れ
と
と
も
に
、
園
家
は
其
獲
得
す
る
と
と
る

の
地
位
又
は
勢
力
を
別
に
支
配
者
自
身
の
震
に
利
用
寸
呂
と
と
友
〈
、
民
族
別
し
て
モ
の
中
の
勢
力
あ
る
個
人
(
従
っ

τ安
本
家
)
の

利
益
の
震
に
利
用
す
る
こ
と
を
忘
れ
た
い
。

回

比
射
に
於
け
る
差
異
は
如
何
と
も
あ
れ
、
民
族
主
義
は
帝
四
四
主
義
の
地
盤
で
あ
る
。
民
族
主
義

E
以
て
民
族
の
勢
力
横
充
の
要
求

で
あ
る
と
泣
す
と
昔
に
、
そ
れ
は
近
代
の
民
族
主
義
に
於
け
る
が
如
〈
意
識
的
反
省
的
の
も
の
従
っ
て
言
説
と
宜
停
を
伴
ふ
も
の
も

あ
ら
う
じ
、
又
は
か
つ
て
の
時
代
に
於
げ
る
そ
れ
の
如
〈
無
意
識
的
に
従
っ
て
思
想
的
内
容
を
た
す
己
と
も
た
〈
、
民
族
生
活
の
中



に
盲
目
的
に
内
在
す
る
要
求
と
し
て
作
附
す
る
と
と
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
又
は
共
中
閣
の
形
に
於
て
民
族
の
生
活
を
支
配
す
る
こ
と

も
あ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ

E
も
何
れ
か
の
形
に
於
け
る
民
族
主
義
を
ぬ
雪
に
し
て
帝
閤
主
義
の
柴
ゆ
る
地
盤
は
な
い
。
帝
圏
主
義
は

も
と
上
り
一
図
家
の
無
際
隈
な
る
外
部
横
荒
白
要
求
で
あ
る
に
し
て
も
、
間
単
な
る
帝
王
の
強
力
な
る
意
志
、
又
は
猪
裁
政
治
家
の
野

心
の
み
に
よ
っ
て
成
立
し
作
用
す
る
も
の
で
は
左
い
。
と
れ
ら
が
表
両
に
作
用
ナ
る
揚
合
に
あ
っ
て
も
、
共
根
抵
に
民
族
の
要
求
が

あ
り
之
を
支
持
す
る
が
ゆ
ゑ
に
現
賓
の
勢
力
た
り
得
る
。

一
の
図
家
は
必
宇
し
も
翠
-
一
の
民
族
よ
り
成
ら
由
。
け
れ
ど
も
そ
の
岡
家

の
檎
力
を
支
持
す
る
中
心
た
る
民
族
の
結
束
が
あ
り
、
国
家
の
伸
展
を
以
て
其
民
族
的
自
我
の
扱
充
と
し
て
意
識
す
る
。
そ
の
他
の

諸
民
族
又
は
諸
民
族
的
分
子
は
そ
れ
と
協
力
す
る
以
外
、
園
家
成
員
と
し
て
の
義
務
を
果
し
得
左
く
な
っ
て
ゐ
る
。
か
〈
て
民
族
主

義
の
支
援
を
離
れ
て
帝
国
主
義
の
活
動
す
る
徐
地
は
た
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
民
族
主
義
は
そ
の
積
極
的
な
る
自
己
繍
芳
の
段
階
に

建
す
る
に
及
び
、
必
中
帝
国
主
義
の
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
ぬ
。

勢
力
の
要
求
い
は
ピ
勢
力
意
士
山
は
す
べ
で
の
個
人
を
動
か
さ
う
と
す
る
。
け
れ

E
も
優
越
の
寅
現
せ
ち
れ
得
る
限
り
に
於
て
の
み

現
に
個
人
世
動
か
す
。
然
ら
ざ
る
揚
合
に
あ
っ
て
は
殆

E
意
識
の
巾
に
上
ら
う
と
せ
宇
、
潜
在
的
た
る
傾
向
と
し
て
終
る
。
優
越
の

あ
る
程
度
ま
で
寅
現
せ
ら
れ
う
る
見
込
は
あ
る
忙
し
で
も
、

一
定
時
期
比
於

τ
立
て
た
る
預
定
と
の
問

ι〈
ひ
ち
が
ひ
あ
る
と
き

に
は
苦
悶
を
感
宇
る
か
泊
械
的
に
勢
力
意
志
そ
の
も
の
を
極
閥
す
る
態
度
に
山
川
で
、
英
雄
首
を
岡
せ
ば
紳
仙
と
た
る
。
市
も
E
れ
ま

た
勢
力
貴
志
の
一
の
表
現
に
外
た
ら
ぬ
。
と
己
ろ
が
一
た
び
閣
家
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
集
園
的
自
我
が
ま
た
そ
れ
自
悼
の
勢
力
を

追
求
す
る
。
此
岡
山
北
を
支
持
す
る
意
志
乃
至
要
求
が
一
定
の
民
族
に
存
ず
る
限
り
、
此
岡
家
的
勢
力
意
志
は
同
時
に
そ
の
民
族
の
勢

力
意
志
で
あ
り
、
図
案
内
の
他
の
民
族
と
い
へ

E
も
、
そ
の
岡
家
の
統
制
の
下
に
立
つ
限
り
、
国
家
的
勢
力
意
志
の
支
持
者
と
し
て

民
族
主
義
と
帝
閏
主
義

第
宜
十
一
巻

官事

務



民
談
、
正
義
と
暗
闘
主
義

第
五
十
一
巻

第

競

立
つ
。
市
し
て
勢
力
意
士
山
の
本
質
と
し
て
無
際
限
の
損
充
を
求
む
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
帝
岡
主
義
が
つ
ね
に
如
何
友
る
岡
家
に

も
内
在
せ
る
も
の
、
而
し
て
岡

J

援
を
形
成
L
又
は
支
持
す
呂
限
り
に
於
て
、
民
族
主
義
に
も
内
在
す
る
も
の
と
い
は
ざ
る
を
得
ぬ
。

い
は
げ
る
民
族
主
義
は
岡
家
と
い
ふ
機
構
を
姐
じ
で
作
用
す
る
限
り
、
本
来
潜
十
化
的
な
る
』
帝
国
主
義
で
あ
る
。
た
む
そ
れ
が

E
と
ま
で

現
寅
の
帝
岡
主
義
と
し
て
作
用
す
る
か
は
種
々
友
る
保
件
に
依
存
す
る
。
此
依
件
と
し
て
あ
ぐ
べ
き
も
の
は
何
よ
り
も
共
岡
家
の
封

外
的
地
位
で
あ
る
。
外
部
に
向
っ
て
、
そ
の
繍
充
を
貫
現
ナ
る
見
込
あ
り
や
如
何
。
と
の
見
込
の
あ
る
と
昔
に
は
じ
め
て
い
惜
闘
主
義

と
い
ム
積
倒
的
行
動
に
山
刊
で
得
る
。
更
に
主
た
、
指
導
的
地
位
に
た
つ
も
の
aa
意
志
に
よ
っ
て
左
右
せ
ら
れ
る
。
帝
王
又
は
偉
大
な

る
政
治
家
、
軍
人
の
勢
力
意
志
に
よ
っ
て
指
導
せ
ら
れ
、
進
み
て
張
制
せ
ち
る
L

と
き
に
、
岡
家
的
自
我
の
飛
蹄
的
損
充
が
要
求
せ

ら
れ
る
。
而
し
て
帝
図
主
義
的
行
動
は
恰
も
と
れ
ら
の
指
導
的
人
物
内
個
人
意
志
に
某
〈
か
の
姿
に
於
て
進
行
す
る
。
と
れ
は
共
賞

共
根
祇
に
存
す
る
民
族
主
義
が
そ
れ
に
よ
っ
て
鈷
火
せ
ち
れ
、
岡
民
が
自
発
的
に
そ
の
方
向
に
向
っ
て
爆
裂
す
る
か
ら
に
外
た
ら

ぬ。
此
騎
か
ら
い
へ
ば
岡
家
は
野
獣
た
り
と
い
ふ
表
現
の
飴
b
に
械
端
で
あ
る
に
は
せ
よ
、
共
勢
力
意
志
は
つ
ね
に
無
際
限
在
る
繍
充

を
求
む
る
と
と
を
疑
ひ
難
い
。
か
ミ
る
一
面
か
ら
い
ム
な
ち
ば

「
世
田
介
帝
闘
か
波
落
か
」
と
い
ふ
の
は
決
し
て
現
代
の
狗
品
閣
の
み

で
は
左
〈
ヒ
ト
ラ

7
の
み
で
は
左
い
。
多
ぐ
円
園
家
、
多
〈
の
民
族
主
義
は
根
本
に
於
て
さ
号
見
ら
れ
う
る
一
一
血
を
も
っ
と
い
ふ
も

の
が
あ
っ
て
も
、
全
〈
無
稽
の
言
葉
と
云
ひ
去
り
得
左
い
で
あ
ち
う
。
要
十
る
に
民
族
主
義
は
民
族
的
自
我
そ
の
も
の
h
本
質
で
あ

る
。
而
も
民
族
的
問
我
の
携
充
の
一
安
求
に
外
た
ら
ね
。
無
際
限
た
る
披
禿
の
要
求
で
あ
る
帝
図
主
義
は
、
民
族
主
義
が
す
べ
て
の
障

碍
に
妨
げ
ら
れ
歩
.
惜
し
み
詮
〈
自
己
を
展
開
し
た
る
姿
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
た
ら
由
。



五

と
と
ろ
で
此
民
族
主
義
、
ひ
い
て
は
そ
れ
の
現
責
に
於
て
と
る
と
己
ろ
の
形
態
、
師
ち
帝
圏
主
義
が
ほ
界
の
歴
史
の
動
き
の
主
に

如
何
在
る
影
響
を
も
た
ら
し
て
ゐ
る
か
。
と
れ
が
考
察
せ
ら
る
ぺ
昔
問
題
で
あ
る
。
市
し
て
と
れ
に
封
ず
る
私
の
答
解
と
し
て
は
た

ピ
失
の
と
と
を
述
べ
よ
う
。
ナ
ポ
レ
オ

y
は
帝
国
主
義
は
共
大
食
に
上
っ
て
亡
ぶ
と
い
っ
売
と
侮
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
過
大
の
地
域

を
征
服
し
之
を
其
版
岡
又
は
勢
力
範
聞
と
す
る
と
き
統
治
の
困
難
の
潟
に
行
雪
つ
ま
る
と
い
ふ
E
と
を
さ
し
た
の
で
あ
ら
う
。
け
れ

芝
も
が
h

る
意
味
に
於
て
な
ら
ば
大
食
な
る
も
亡
び
、
大
食
芯
ら
ざ
る
も
亦
衰
え
る
。
邸
主

J

共
領
土
又
は
勢
力
の
及
ぷ
範
闘
が
そ
れ

ほ
H
F

」
に
庚
大
な
ら
や
、
統
治
の
組
織
が
十
分
に
確
立
し
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
永
久
の
繁
柴
と
強
盛
と
を
約
束
せ
む
れ
得
な

い
。
と
れ
は
如
何
な
る
事
情
に
負
ふ
か
。
結
局
帝
国
主
義
が
十
分
に
其
目
標
に
涯
づ
〈
己
と
に
な
れ
ぽ
、
四
周
の
従
属
民
族
か
ら
納

貢
又
は
交
易
の
形
に
於
て
物
資
を
集
め
、
そ
れ
の
生
活
を
高
む
る
と
a
h

も
に
物
質
的
幸
隔
を
追
求
す
る
。
と
の
己
と
が
生
活
の
仕
方

を
功
利
的
た
ら
し
め
又
個
人
主
義
的
た
ら
し
め
る
。
別
し
て
外
部
に
そ
の
憂
慮
す
べ
き
仇
敵
又
は
競
争
者
の
存
在
せ
ざ
る
こ
と
が
此

傾
向
を
助
長
す
る
と
t
h

も
に
内
部
の
結
束
を
弛
緩
せ
し
め
る
。
か
〈
て
如
何
た
呂
岡
市
哉
の
帝
国
主
義
と
い
へ

E
も
、
そ
の
覇
構
を
永

久
に
確
立
す
る
己
と
は
出
来
ぬ
。
勢
力
の
絶
頂
に
到
達
す
る
と
と
は
や
が
て
下
降
の
は
じ
め
で
あ
る
。

E

L
に
所
謂
文
化
循
環
説
白

主
張
を
思
ひ
合
す
必
要
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

一
の
生
物
有
機
慨
に
は
告
批
老
の
段
階
が
あ
り
、
生
れ
た
る
も
の
は
己
れ
ら
の
段
階
を
経
過
し
て
必
然
に
死
滅
す
る
。
民
族
の
生

命
を
ま
た
己
れ
と
の
類
北
に
於
て
考
へ
上
う
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
ぞ
れ
に
よ
れ
ば
、
各
の
民
族
又
は
一
の
統
一
的
な
る
文
化
を
も

つ
民
族
の
集
閣
は
一
の
有
機
慣
と
も
見
る
ペ
雪
も
の
で
あ
る
。
従
つ
で
抽
出
遠
の
一
定
段
階
を
縦
過
し
て
迭
に
死
滅
す
る
。
か
〈
て
古

民
族
主
義
と
帝
闘
主
義

第
主
十
一
巻

揮

競

= 



民
族
主
義
正
帝
国
主
義

僚
主
十
一
巻

四

事

披

E理

市
消
繕
起
し
た
る
幾
つ
か
の
文
化
は
背
そ
れ

λ
¥少
舵
老
の
段
階
、
い
は
収
益
古
代
中
世
近
代
の
段
階
を
辿
っ
て
来
た
。
各
文
化
の
各
段

階
は
特
有
の
も
の
で
あ
り
在
が
ら
ま
た
同
時
に
同
一
段
階
と
認
め
ら
る
べ
き
共
通
の
怯
質
を
も
っ
て
ゐ
る
。
希
膿
文
化
に
は
希
岨
晴
天

化
の
各
段
階
が
あ
り
、
羅
出
向
文
化
に
も
又
ヲ
ぞ
れ
の
各
段
階
が
あ
る
。

而
し
て
現
に
支
配
す
る
欧
洲
文
明
に
つ
い
て
も
亦
さ
う
で
あ

る
。
此
見
解
忙
つ
い
て
は
突
の
如
く
に
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
。
民
族
叉
は
民
族
の
文
化
が
一
の
有
機
棋
を
在
す
と
い
ふ
の
は
論
設
を

粧
品
己
と
た
き
、

一
の
凋
断
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
自
胞
と
し
て
事
問
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
た
ピ
そ
れ
が
仮
設
と
し
て

ど
れ
だ
け
の
意
義
を
も
つ
か
は
、
共
結
論
が

E
れ
だ
け
事
賓
の
腕
過
を
説
明
し
得
る
か
に
依
存
す
る
で
あ
ち
ろ
。
と
己
ろ
で
希
婚
に

も
、
羅
日
仰
に
も
近
代
欧
雑
巴
の
そ
れ
と
同
様
在
る
岡
民
経
済
が
あ
り
、
資
本
主
義
が
あ
っ
た
と
い
ふ
貯
れ
ど
も
、
大
間
技
術
の
段
階

に
於
て
異
な
り
、
奴
隷
制
度
を
も
っ
又
は
も
た
や
と
い
ふ
如
〈
祉
合
組
織
陀
於
で
根
本
的
差
異
が
あ
り
、
信
用
や
資
本
に
つ
い
て
棋

抵
か
ら
性
質
主
具
に
す
る
幾
つ
か
の
文
化
が
、
共
に
同
一
の
段
階
を
形
成
す
る
と
は
考
へ
ら
れ
血
己
と
で
あ
る
。
従
っ
て
各
文
化
が

同
様
在
る
段
階
を
線
返
す
と
い
ム
文
化
循
環
誕
は
様
め
て
非
科
皐
的
た
る
一
の
構
想
以
上
の
も
の
で
は
在
い
。
加
之
、
共
老
衰
死
滅

の
何
故
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
十
分
程
る
説
明
を
要
す
る
と
思
は
る
L
け
れ
ど
も
、
か
a
h
Z
仮
設
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
十
分
意
識

的
に
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら
れ
ぬ
、
た
問
、
君
干
の
人
口
皐
者
向
側
に
於
ナ
一
民
族
丈
化
の
老
衰
と
し
て
ピ
投
〈
、
民
族
の
生
物

皐
的
側
面
立
入
っ
て
い
へ
ぽ
遁
停
的
因
子
の
老
衰
と
し
て
考
へ
ら
れ
ご
ゐ
る
。
而
し
て
此
老
衰
剖
ち
年
代
の
経
過
に
つ
れ
て
共
力
を

失
ム
己
と
が
人
口
増
加
の
停
滞
文
は
減
少
を
来
し
、
途
に
死
滅
寸
る
と
い
ふ
(
ヂ
=
)
。
と
れ
と
針
比
し
て
興
味
あ
る
見
方
は
支
那
民

族
の
生
活
能
力
陀
闘
す
る
。
そ
れ
に
あ
っ
て
は
、
約
八
百
年
を
隔
て
t
A

つ
ね
に
新
し
昔
民
族
の
血
が
流

λ
し
、
そ
の
混
和
に
上
っ
て

民
族
の
生
命
は
新
し
さ
を
つ
ピ
け
て
ゐ
る
と
い
ふ
ロ

さ
て
か
ー
ミ
る
稽
類
の
意
見
》
一
い
へ
ど
も
、
年
月
の
絞
過
と
共
陀
何
故
に
勢
力
の



減
少
老
衰
主
来

f
か
と
い
ム
こ
と
が
説
明
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ね
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
文
化
そ
の
も
の

L
老
衰
を
説
〈
に
せ
よ
、
民

族
の
老
衰
を
説
〈
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
未
だ
論
詮

E
鰹
た
る
科
型
的
命
題
と
し
て
制

t
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
由
。

.... ，、

各
の
民
族
の
文
化
は
決
し
て
そ
れ

f
、
に
狽
立
し
た
る
、
而
し
て
焚
展
の
特
有
た
る
形
態
を
も
っ
と
己
ろ
の
有
機
樟
に
比
せ
ら
る

べ
き
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
血
。
各
の
文
化
が
各
の
植
物
の
如
〈
、
す
べ
て
の
設
展
の
形
態
を
共
内
部
忙
減
し
て
ゐ
る
も
の
左
ち
ぽ
、
ー

文
化
円
相
互
的
影
響
文
化
の
交
流
に
よ
る
同
化
と
い
ふ
が
如
き
事
賞
も
如
何
比
し
て
あ
り
ろ
る
か
。
た
る
ほ

E
各
の
丈
化
を
作
り
上

げ
た
る
民
族
は
そ
れ

λ
¥血
液
を
異
に
し
地
判
的
気
候
的
保
件
を
具
に
す
る
。
従
っ
て
偲
忙
同
一
の
文
化
内
容
を
興
へ
ち
れ
た
る
も

の
と
し
て
出
張
す
る
に
し
て
も
歴
史
の
過
程
の
問
に
成
立
す
る
所
の
文
化
が
各
特
異
性
を
も
つ
で
あ
ら
う
と
と
も
亦
理
解
せ
ち
れ

る
。
か
h
る
個
性
を
否
定
し
が
た
い
に
は
せ
よ
、
模
倣
受
容
強
制
等
の
作
用
は
も
孔
え
中
行
は
れ
、
同
化
の
傾
向
は
常
に
支
配
し
つ
h

あ
る
。
各
文
化
が
す
で
に
遺
体
質
に
よ
り
て
強
め
定
め
ら
れ
た
る
形
態
を
展
開
し
て
ゆ
く
の
と
は
、
杢
〈
趣
を
異
に
ナ
る
は
宇
で
お

る
。
す
で
に
各
の
文
化
主
事
つ
民
族
を
一
有
機
皿
聞
に
比
す
べ
か
ら
や
1
R

す
る
た
ら
ぽ
、
共
興
隆
、
衰
亡
に
つ
い
て
は
迎
解
し
う
べ
き

仕
方
に
於
て
閃
果
的
友
る
説
明
が
奥
へ
ら
れ
ね
ば
注
ら
む
。
そ
れ
は
現
に
十
叫
に
油
ベ
た
る
が
如
〈
、

努
力
に
よ
っ
亡
勢
力
削
ち
楢
カ
と
富
と
を
集
積
し
た
る
結
果
と
し
て
、
共
存
績
が
困
難
に
た
る
過
程
の
中
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
ら

一
定
の
民
族
が
共
帝
閥
主
義
的

う
。
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
民
族
の
興
亡
は
そ
の
民
族
の
支
持
す
る
文
化
の
内
容
が
如
何
在
る
段
階
の
も
の
で
あ
る
と
き
に
も
起
り
得
る
は

や
で
あ
る
。
文
化
そ
の
も
の
i
h

焚
遣
に
は
少
〈
も
一
一
印
に
於
て
連
総
的
前
進
的
不
可
逆
的
な
る
も
の
が
あ
る
、
技
術
経
済
科
皐
と
い

ふ
が
如
き
、
合
理
的
向
然
相
服
的
方
面
は
す
べ
て
E
れ
に
常
る
。
己
れ
は
屡
ξ

文
明
と
稗
せ
ち
る
L
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
以

民
族
主
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外
の
文
化
と
い
へ
ど
も
、
此
所
謂
文
明
的
方
面
か
ら
の
制
約
を
う
け
其
要
素
に
上
っ
て
法
遜
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
ゆ
主
に
、
文
化
は
之

を
杢
面
的
に
見
て
不
断
江
上
昇
し
つ
む
け
て
来
た
と
い
ひ
得
る
。
勿
論
あ
る
時
胡
に
於
て
若
干
の
後
退
又
は
断
績
が
あ
る
に
し
て
も

そ
れ
は
自
ら
別
の
問
題
で
あ
る
。
従
っ
て
一
々
の
民
族
丈
化
の
完
全
た
る
反
覆
、
又
は
少
ぐ
も
同
様
在
る
批
老
の
段
階
の
反
援
を
考

へ
る
徐
地
は
注
い
。
た
ピ
若
干
の
民
放
の
帝
国
主
義
的
進
展
の
結
果
、
衰
亡
の
生
中
る
と
と
ろ
に
は
極
め
て
相
似
た
る
枇
合
的
情
勢

が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
勢
力
の
過
剰
集
積
か
ら
来
る
氏
肢
結
束
の
崩
壊
作
用
い
は
ど
民
族
生
活
の
弛
緩
作
用
で
あ
る
。

人
は
動
も
す
れ
ば
報
局
の
滅
亡
と
近
代
欧
洲
の
凋
落
と
の
聞
に
全
〈
平
行
的
在
る
事
象
を
認
め
、
そ
己
主
一
見
杢
な
る
文
化
循
環
を

見
ょ
う
と
す
る
。
此
見
解
は
更
に
ひ
ろ
げ
ち
れ
て
或
は
希
胞
の
波
落
叉
は
そ
れ
以
前
の
丈
化
民
族
の
滅
亡
に
ま
で
及
ぼ
さ
れ
上
う
と

す
る
。
け
れ
ど
も
認
に
前
の
二
者
の
み
に
限
っ
て
述
べ
る
に
し
て
も
、
そ
と
に
認
め
ら
れ
得
べ
き
も
の
は
た
刊
誌
枇
合
的
側
面
に
於
げ

る
平
行
で
あ
っ
て
全
文
化
に
於
け
る
そ
れ
で
は
左
い
。
勢
力
の
過
剰
集
積
は
自
ら
民
族
的
結
束
を
弛
緩
せ
し
め
る
。
云
は
む
利
錆
枇

合
的
態
度
が
過
度
に
進
行
す
る
、
個
人
は
自
己
の
利
小
説
享
紫
、
別
し
て
勢
力
の
獲
得
享
受
忙
専
念
し
て
民
族
の
矯
に
犠
牲
と
在
る
と

と
を
喜
ば
由
。
人
口
の
増
加
が
停
止
し
又
は
其
減
少
が
は
じ
ま
る
、
時
と
し
て
は
戦
争
に
上
る
英
犬
の
人
口
喪
失
が
己
れ
に
助
勢
す

る
。
民
族
は
自
ら
共
封
外
的
勢
力

E
失
ム
に
至
る
で
あ
ち
う
し
、
時
止
し
て
は
内
部
の
統
一
さ
へ
も
困
難
に
な
る
。
か
〈
て
民
族
の

生
命
は
共
崩
壊
と
凋
落
と
に
向
っ
て
進
む
。
従
っ
て
民
族
が
人
口
皐
的
陀
衰
亡
す
る
E
と
あ
h

り
と
し
て
も
、
そ
れ
は
遺
侍
質
の
老
衰

に
よ
っ
て
説
明
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
も
在
〈
、
文
民
族
を
一
有
機
鶴
間
す
る
己
と
に
主
っ
て
、
共
老
衰
の
比
鳴
か
ら
説
明
せ
ら
る
べ

き
も
の
で
も
な
か
ら
う
。
そ
れ
ら
の
主
張
は
、
科
準
的
た
る
論
説
に
土
っ
て
支
持
せ
ら
れ
弓
る
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
而
し
て
一
一

の
丈
明
の
凋
落
に
於
て
繰
返
さ
る
t
A

も
の
は
、
民
族
結
束
の
弛
綬
、
利
錠
枇
合
化
の
側
而
で
あ
っ
て
、
全
丈
化
陀
亙
る
も
の
で
な
い

と
と
は
い
ふ
ま
で
も
泣
い
。
何
と
た
れ
ば
、
文
化
を
支
持
し
た
る
民
族
は
凋
落
し
滅
亡
す
呂
と
し
て
も
、
そ
の
文
化
白
鶴
は
客
観
的



左
昌
生
命
を
も
ち
つ
刊
誌
け
る
(
ア
ル
ブ
レ
ト
・
ウ
主
エ
パ
ア
)
。

そ
れ
は
耕
興
の
民
放
に
よ
っ
て
吸
牧
せ
ら
れ
、
継
承
せ
ち
れ
、
護

展
せ
し
め
ら
れ
る
。
文
化
は
一
聞
か
ら
見
る
と
勢
力
の
徐
刺
の
結
晶
で
あ
り
、
そ
こ
に
於
け
る
開
花
で
あ
る
。
取
り
代
れ
る
民
族
は

勢
力
獲
得
の
要
求
に
於
て
左
ほ
燐
烈
で
あ
り
、
自
然
と
の
争
闘
に
於
て
得
た
る
野
性
を
未
だ
喪
失
せ
ぎ
る
と
こ
ろ
の
蒋
昔
、
然
れ
ど

も
文
化
忙
於
て
必
や
し
も
高
か
ら
伊
丹
』
る
民
族
で
あ
る
。
凋
落
し
た
る
民
族
の
文
化
は
此
若
き
民
族
に
繕
承
せ
ら
れ
、
そ
と
に
成
長
し

都
民
展
を
と
げ
る
。
勿
論
そ
己
に
受
容
せ
ら
れ
た
る
文
化
が
そ
の
ま
L
繰
返
さ
る
t
A

己
と
は
左
い
。
ま
た
一
直
線
的
に
、
漸
弐
の
段
階

を
た
ど
っ
て
上
昇
す
る
と
い
ム
己
と
も
た
い
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
理
知
の
方
面
J

従
っ
て
不
可
逆
的
在
る
方
面
に
於
て
は
必
然
的

に
凋
落
し
た
る
民
族
の
高
き
文
化
が
吸
吹
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
情
意
の
方
商
に
於
け
る
文
化
・
い
は
ピ
精
神
的
た
る
文
化
の
方
間
に

あ
っ
て
も
、
毛
れ
が
理
知
、
技
術
、
科
事
に
よ
っ
て
影
響
せ
ら
る
限
り
に
於
亡
、
な
ほ
吸
収
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
注
い
で
あ
ら
う
。
そ

れ
と
と
も
に
、
己
れ
ら
の
一
精
神
的
方
国
に
於
け
る
各
の
完
成
せ
ら
れ
た
る
個
性
の
文
化
、
例
へ
ば
一
定
の
宗
組
を
も
っ
と
と
ろ
の
宗

数
、
個
性
を
も
っ
帽
白
血
十
交
は
謀
術
と
い
ふ
が
如
き
も
の
は
そ
れ
ル
¥
に
、
新
し
昔
民
族
に
於
け
る
有
能
者
の
魂
に
上
び
か
け
そ
と
に

影
響
を
植
ゑ
つ
け
る
で
あ
ら
う
し
、
叉
民
衆
の
中
に
そ
の
ま
L
享
受
鑑
賞
せ
ら
る
ミ
で
あ
ら
う
。
丈
化
は
民
族
と
と
も
に
凋
落
す
る

と
と
な
ぐ
繕
承
せ
ら
れ
て
新
在
る
護
展
を
と
げ
る
。
此
残
展
が
自
ら
他
の
文
化
と
の
結
合
で
あ
る
己
と
、
新
し
き
民
族
的
環
境
に
針

ず
る
遁
癒
を
意
味
す
る
と
と
は
い
ム
士
で
も
左
い
。
此
意
味
に
於
て
、
文
化
は
民
族
の
生
命
に
従
っ
て
循
環
せ
や
¥
そ
れ
は
民
族
の

興
亡
に
拘
は
ら
宇
成
長
を
つ
ピ
け
で
ゆ
〈
で
あ
ら
う
。
(
昭
和
十
五
年
六
月
上
旬
)

帝
国
主
義
白
何
で
る
る
か
に
つ
い
て
、
今
日
定
詰
白
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
川
町
私
は
本
文
目
於
て
岡
家
四
外
部
的
伸
長
の
努
力
で
あ
容
と
遮
べ

た
。
岡
家
の
努
力
、
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
国
家
が
掛
川
咋
的
に
は
つ
ね
に
武
力
の
主
睡
で
あ
る
と
主
か
ら
、
背
後
に
武
力
を
擁
す
る
と
ζ

ろ
の
努
力
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
と
司
と
も
に
此
努
力
の
動
機
に
つ
い
て
問
ふ
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
れ
は
る
る
串
者
(
た
と
へ
ば
シ
ユ
ム
ベ
昆
グ
ア
)
白
い
ふ

が
如
〈
、
無
目
的
白
も
の
で
あ
ら
う
と
も
、
マ
ル
キ
シ
ー
ム
白
考
よ
る
が
如
〈
、
却
腕
済
的
目
的
の
ゆ
ゑ
で
あ
ら
う
と
も
、
そ
れ
は
謎
ぶ
と
こ
ろ
な
し
と

民
族
主
義
と
帝
闘
主
義
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民
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主
義
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"-

俸

韓

J、

思
ふ
。
な
ほ
民
族
闘
家
の
確
立
以
後
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
作
部
へ
の
謹
展
は
つ
ね
に
仙
の
民
族
を
勢
力
の
下
に
と
り
入
る
る
己
主
を
意
味
す
る
。

い
は

γ
数
多
町
民
族
を
包
害
す
る
と
こ
ろ
の
所
調
帝
闘
の
形
成
を
め
ざ
す
も
の
と
も
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
け
れ

rも
、
帝
困
主
義
の
何
で
あ
る
か
を
考

ふ
る
に
常
つ
で
は
他
民
族
四
寛
限
と
い
ふ
貼
に
重
き
を
置
き
、
語
原
の
意
義
忙
忠
貨
で
ち
る
と
ー
と
は
必
要
で
な
い
で
あ
ち
ろ
。
要
は
関
車
の
劃
外
的
理

度
に
あ
る
と
恩
は
れ
る
。

帝
図
主
義
の
意
義
に
つ
い
て
は
《
ス
ハ
ア
ゲ
シ
の
詩
論
文
最
も
詳
細
を
梯
む
。
国

F官
官
P
H
g官口問}四
mg聖
子
出
品
コ
旦
百
巴
ヨ
ユ
お
吉
野
口
長
官

〉刊の】

H
2
4
】
W
E
-
-
S同
也
、
中
E
3
冨
E
M
Z自
dmdHBHuhwHE号
E
d
r
-
n
y『ヴロ
0
7
2
E
R
Z丘町
S
L
u
r。
ロ
。
古
屋
拘
ロ
宮
mw同Z
H
Y
M官
官

&
E夕
刊

日

ロ
E
Z
D伺
骨
ω
同
自
宮
口
組
F
E
E
d司畠
5
ユ
E
吉
田
町
n
F
2
〉

E
E
f
昌
昌
モ
オ
リ
ツ
ツ
・
4
4

ン
は
北
米
世
曾
科
畢
宵
科
僻
典
に
於
て
、
帝
岡
主
義
を

他
民
族
を
支
配
す
る
岡
家
帥
ち
帝
園
へ
の
努
カ
ル
」
見
て
ゐ
る
。
川
ス

ρ

ア
ゲ
シ
目
撃
「
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
帝
岡
主
義
は
多
〈
の
串
者
に
よ
っ
て
、
一

民
族
の
支
配
を
摘
盟
せ
ん
と
す
る
努
ヵ
、
民
族
又
は
構
力
者
の
世
界
支
配
へ
の
要
望
な

E
K見
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
帝
問
主
義
は
替
か
れ
た
る
属
史

そ
の
も
の
と
共
陀
古
い
と
い
品
結
論
を
さ
け
難
い
と
も
謹
べ
て
ゐ
る
(
同
g
v晶
何
回
、
岡
田
町
。
ロ
己
Z
E
E
己
防
出
品
ロ
R
m
E
V
)。
レ
一
-
ン
の
帝
国
主
義
論

が
帝
園
主
義
を
費
本
主
義
白
最
後
の
段
階
と
の
恥
見
る
か
の
如
き
謀
れ
る
酔
稗
が
mv
ろ
〈
惇
へ
ら
れ
て
ゐ
る
中
ろ
で
あ
一
る
が
、
此
見
解
と
謝
比
す
る
と

き
に
耳
障
が
探
い
。
ホ
プ
ソ
ン
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
イ
シ
グ
、
レ

=
y
D
一
聯
目
紹
神
的
帝
圏
、
主
義
論
に
つ
い
て
は
か
つ
て
批
評
を
加
へ
た
か
ら
と
与
に
は

論
及
し
な
い
。
帝
剛
主
義
白
定
義
と
し
て
恐
ら
〈
最
も
有
名
た
る
も
の
、
而
し
て
皐
問
的
に
見
て
最
も
控
目
す
べ
き
も
の
は
シ
ユ
ム
ベ
エ
タ
ア
の
そ
れ

で
あ
る
。
(
旬
。
ぉ
耳
目

n
v
Z官
E
u
N
Z
明。
E
F官
骨

ニ

E
1
5
F
E
E
-
T
a
E
F
F
R
E
E
-
m
m何
回
目
吉
田
国
・
由
。
NM凶

】

Z
F
E
r
-
d
ι
H
H
i
s
-
z。

M
W
S
Eむ
そ
の
定
義
を
藍
に
引
用
し
よ
う
。
「
品
自
己
E
E
m
E
E
m
D
V」o
E
O
M
m
巴
宮
古
甚
吉
国

2
ロ
g
E
E
5
2
唱
者
島
E
-
z
開

4
2
u
S口
。
言
。

自
問
。
F
m
w
H
n
C
B回
目
・
己
れ
に
劃
し
て
川
ス
ハ
ア
ゲ
シ
は
究
白
如
〈
に
盛
ベ
て
ゐ
る
。
的
最
後
の
部
分
「
無
際
限
」
に
と
い
十
文
句
は
不
用
で
あ
る
。

ぞ
れ
は
「
無
目
的
な
る
摘
官
」
と
い
ふ
こ
と
の
常
然
の
精
果
に
外
な
ら
一
向
。
∞
強
力
的
に
み
」
い
か
形
容
間
は
不
用
で
あ
る
。
さ
う
で
な
い
な
ら
ば
大
戦

前
に
論
議
せ
ら
れ
た
る
と
こ
ろ
の
所
謂
「
主
化
帝
園
主
義
」
が
す
べ
て
除
丹
せ
ら
る
る
と
と
に
な
る
。
開
此
定
義
に
於
げ
る
特
有
の
貼
は
無
目
的
陀
正

い
ふ
こ
と
に
存
ず
る
。
損
充
を
自
己
目
的
&
し
て
誼
求
す
る
、
珪
撃
そ
の
こ
と
の
故
に
攻
撃
的
態
度
に
出
づ
る
白
が
帝
闘
主
義
の
特
徴
で
あ
る
。
ハ
ス

ハ
ア

F
シ
自
身
は
更
に
自
給
の
努
力
を
も
加
へ
で
此
定
義
を
補
完
し
よ
ろ
と
し
て
ゐ
る
。
買
に
シ
ユ
ム
ベ
エ
タ
ア
の
此
定
義
に
特
色
あ
ら
し
む
る
も
白

は
此
「
無
目
的
に
」
由
一
語
で
あ
る
す
向
。

ω・
邑
。

4
3
0
ウ
イ
ン
ス
ロ
オ
は
シ
ユ
ム
ベ
エ
タ
ア
の
帝
闘
主
義
論
を
、
今
ま
で
の
畠
脅
か
ら
区
別
し

て
、
世
曾
準
的
理
論
と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
祉
曾
畢
的
で
あ
る
所
以
は
、
純
情
的
目
的
に
よ
っ
で
帝
闘
主
義
を
説
明
せ
ざ
る
黙
に
あ
る
・
と
す
る
。

主
さ
に
こ
の
無
目
的
と
い
ふ
と
と
ろ
に
社
骨
畢
的
な
る
駄
が
存
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
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