
叶
F

O

C
ロ
2汁

C
同

伴

}
M
O
C
C〔

E
o
g

ロmH4i仏
国
p
dそ

r
g

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ホ

I
ク
ス
「
女
紳
の
探
求
」

古
代
と
い
う
世
界
に
燭
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
ど
こ
か
見
知
ら
ぬ
文

字
を
腐
す
の
に
似
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
世
界
の
う
ち
の
人
び
と
が

共
通
に
了
解
し
て
い
た
は
ず
の
暗
黙
の
事
項
を
知
ら
さ
れ
ぬ
ま
ま
、

書

評

-111ー
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不
器
用
に
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

い
か
に
も
も
ど
か
し
い
。

中
園
で
い
う
な
ら
ば
、
先
秦
と
は
こ
と
に
強
く
そ
う
し
た
印
象
を
輿

え
る
時
代
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
『
楚
鮮
』
か
ら
漢

賦
へ
の
展
開
を
追
跡
し
つ
つ
、
そ
の
も
ど
か
し
さ
を
や
ぶ
る
た
め
の

(
注
)

〈
原
型

(P5zq宮)〉

一
つ
の
方
法
文
皐
に
お
け
る

の
迫
求
|

を
試
み
た
。

(
注
)
著
者
は
わ
・
0
・
守
口
閣
の
〈
K
F
2
Z々

吉
ω
〉
を
意
識
し
て
い
る
ら

?レ、。

《
『
楚
辞
』
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
惇
承
の
集
合
睡
で
あ
る
一
方
、
宗

教
的
な
口
語
の

(E笠
E
P
O
S
-
)
停
承
か
ら
非
宗
教
的
か
っ
文
事

的
な

(
8
2
H
R・
-Eogミ
)
そ
れ
へ
の
轄
換
を
あ
ら
わ
す
存
在
で
あ

る
と
い
う
、
す
べ
て
に
共
通
し
た
特
徴
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
る
。

屈
原
の
め
ざ
し
た
の
も
、
ま
た
こ
の
轄
換
で
あ
っ
た
。

原
初
の
宗
教
性
を
最
も
色
濃
く
と
ど
め
て
い
る
「
九
歌
」
の
「
湘

君
」
は
、
男
亙
が
女
神
を
求
め
つ
つ
濁
唱
す
る
形
式
の
祭
歌
と
思
わ

れ
、
各
々
の
表
現
の
背
後
に
は
実
際
の
祭
把
儀
穫
を
想
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
「
九
歌
」
が
日
常
的
世
界
に
移
行
し
た
と
き
、

「
離
騒
」
は
成
立
し
た
。
さ
き
の
男
亙
|
女
神
の
闘
係
は
、
詩
人
が

配
偶
者
を
求
め
る
も
の
へ
と
賛
化
し
つ
つ
、
そ
の
ま
ま
主
題
と
し
て

う
け
つ
が
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
直
接
話
法
の
使
用
な
ど
表
現
面
で

の
亙
的
痕
跡
は
深
い
。

「
離
騒
」
に
は
、
こ
の
〈
女
神
の
探
求
〉
の
主
題
と
と
も
に
、
さ

ら
に
重
要
な
〈
呪
的
遊
行
(
岳
O
B伊
m
r
'
B
P
E認
す
ロ

5
4
)〉
の
主

題
が
現
れ
て
い
る
。

『
楚
鮮
』

亙
的
性
格
の
作
品
を
除
い
て
、

lま

主
主
お
(
騒
)
、

の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
わ
か
ち

主
君
、
晶
、
S
(遊
)

う
る
の
だ
が
、
こ
の
う
ち
〈
遊
〉
は
単
な
る
放
程
の
描
寓
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
宇
宙
を
完
全
に
遊
行
し
て
そ
の
各
部
分
を
支
配

-112ー

ず
る
紳
々
の
す
べ
て
を
祭
っ
た
と
き
特
別
の
力
を
獲
得
す
る
、
と
い

う
中
園
の
停
統
的
思
想
を
背
景
と
し
た
、
呪
的
性
格
を
も
つ
も
の
な

の
で
あ
る
。
そ
の
遊
行
は
、
現
賓
の
行
震
で
あ
れ
幻
想
上
で
の
も
の

で
あ
れ
か
ま
わ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
呪
的
遊
行
の
思
想
は
、
秦
の
政
治
的
統
一
の
も
と
に
四

神
・
五
帝
(
宇
宙
の
各
方
位
を
代
表
)

の
観
念
と
合
睡
し
、
封
静
読

を
形
成
す
る
。
封
瀞
と
は
、
泰
山
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

世
界
を
遊
行
し
、
そ
の
各
方
位
を
代
表
す
る
五
岳
の
す
べ
て
を
祭
る

こ
と
に
よ
り
そ
の
主
と
な
ろ
う
と
す
る
壮
大
な
祭
記
で
あ
っ
た
。



「
遠
遊
」
は
封
開
設
が
文
撃
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ

「
離
騒
」
の
そ
れ
が
漠
然
と
し
て
い
る
の
に
く
ら

の
遊
行
描
寓
は
、

べ
て
、
方
位
を
意
識
し
た
目
安
茶
羅
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る

Q

現
賓
の
帝
王
の
遊
行
、
幻
想
の
次
元
に
お
け
る
遊
行
、
爾
者
が
ひ

と
た
び
封
躍
し
あ
い
、
轄
移
す
る
と
き
、
本
来
個
人
的
性
格
で
あ
る

は
ず
の
『
楚
僻
』
は
遊
行
の
契
機
を
と
お
し
て
宮
廷
に
受
容
さ
れ
、

漢
賦
へ
の
愛
質
を
途
げ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

〈
呪
的
遊
行
〉
の
主

題
は
、
漢
賦
を
通
じ
て
生
き
つ
づ
け
、
育
代
の
陸
機
「
文
賦
」
に
お

い
て
も
な
お
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
な
が
く
中
園
の
文
撃

に
影
響
を
興
え
つ
づ
け
た
。
》

以
上
が
こ
の
論
文
の
概
要
で
あ
る
。
不
充
分
な
ま
と
め
か
た
な
が

ら
、
こ
れ
を
お
謹
み
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
の
論
文
の
方
法
、
面
白
さ

と
い
っ
た
も
の
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
る
と
お
も
う

3

と
同
時
に
、

問
題
貼
の
お
お
さ
も
か
な
り
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

う
ち
二
つ
、

mw
円
門
町
立
三
)
白
と
し
て
の
〈
呪
的
遊
行
〉
お
よ
び
屈
原
を

め
ぐ
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
〈
呪
的
遊
行
〉
読
で
あ
る
が
、
論
文
中
で
の
重
要
な
位
置
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
具
瞳
的
な
根
擦
を
ほ
と

書

評

ん
ど
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
た
か
だ
か
著
者
の
目
に
そ
う

映
っ
た
と
い
う
程
度
の
意
味
し
か
持
ち
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
h

つ、ぇ、

一
般
に
幻
想
の
次
元
で
遊
行
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
、
そ

こ
に
は
何
ら
か
の
形
で
〈
他
界
〉
が
入
り
こ
ん
で
く
る
、
と
い
う
貼

が
全
く
見
落
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

「
離
騒
」
や
『
穆
天
子

停
』
の
遊
行
は
、
園
環
の
完
成
を
め
ざ
す
過
程
で
は
な
く
、
空
間
的

幻
想
と
し
て
の
〈
他
界
〉

い
わ
ば
直
線
的
な

へ
と
む
か
っ
て
い
る
、

も
の
で
あ
る
し
、
途
上
に
あ
ら
わ
れ
る
種
々
の
神
格
も
、
放
の
安
全

の
保
障
に
か
ら
ん
で
引
き
だ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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〈
他
界
〉
の
特
別
な
意
味
を
見
落
し
た
こ
と
は
、
封
稗
を
め
ぐ
る

部
分
に
も
尾
を
引
い
て
い
る
。
著
者
は
お
そ
ら
く
『
尚
書
』
舜
典
の

「
五
載
一
巡
狩
」
の
記
事
に
み
ち
び
か
れ
て
新
し
い
封
稗
解
樺
を
提

出
し
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
も
し
封
稗
説
が
世
界
を
遊
行
す
る
構

造
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
祭
る
も
の
た
ち
の
泰
山
へ
の

」
だ
わ
り
は
と
う
て
い
説
明
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

賓
さ
い
、

『
史
記
』

封
稀
書
の
冒
頭
に

「
未
有
暗
符
瑞
見
而
不
諜
乎
泰
山
者

也
」
と
い
う
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
封
蒋
の
語
が
あ
ら
わ
れ
る
と
き
、

そ
こ
に
は
同
時
に
泰
山
が
思
い
う
か
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
重
み
は
、
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泰
山
を
五
岳
の
一
つ
と
し
て
し
か
見
な
い
な
ら
ば
、
決
し
て
理
解
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
世
泰
山
治
鬼
の
信
仰
(
日
知
録
コ
一
十
)
が
護
生

し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
泰
山
は
も
と
も
と
特
殊
な
磁
場

ー
〈
他
界
〉
と
の
接
貼
ー
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
封
稗
の
場
と
し

て
え
ら
ば
れ
た
の
で
あ
る
(
福
永
光
司
「
封
棒
読
の
形
成
」
、
一
九
五
四
!

五、

「
東
方
宗
数
」
六
|
七
)
。

2
n
z
q宮
と
し
て
の
〈
呪
的
遊
行
〉
の
こ
の
よ
う
な
あ
い
ま
い

さ
は
、
恋
意
的
に
爽
雑
物
を
含
ん
だ
ま
ま
設
定
さ
れ
う
る
と
い
う
、

mw
吋ロ
HH2》
4
5
そ
の
も
の
に
つ
き
ま
と
う
危
さ
を
濠
感
さ
せ
る
。
た
だ
、

由、吋ロ
F
2
2
)白
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
ず
る
ち
か
ら
は
持
ち
あ
わ
せ
て

い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
評
債
を
さ
し
ひ
か
え
た
い
。

第
二
の
問
題
貼
は
、
著
者
の
『
楚
僻
』
観
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ

て
い
る
。

『
楚
鮮
』
に
つ
い
て
、

EEm円

Fog-cE-
か
ら

8
2
-
R
W

】
肝
件
。

H
m
w
同
可

へ
、
と
著
者
は
あ
っ
け
な
く
言
い
切
り
、
そ
の
接
駐
に
屈

原
を
た
た
せ
て
み
せ
る
の
だ
。

し
か
し
、

。E-
と
い
う
こ
と
ば
を

げ
ん
み
つ
な
意
味
(
え
-
F
O
E
-
〉

-

吋

b
m
~
己
主
ミ
。
h
E
E
u
S
E
)

で
も
ち
い
る
な
ら
ば
、

E
2
2可

へ
の
轄
換
は
、
あ
る
個
人
に
よ
っ

て
な
し
と
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
に
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い

は
ず
な
の
で
あ
る
。

同
開
口
市
立

0
5
か
ら
∞
∞

g
F円
の
ば
あ
い
に
し
て

も
か
わ
り
は
な
い
。
著
者
は
王
逸
の
九
歌
序
に
誘
導
さ
れ
て
、
屈
原

の
な
か
に
す
べ
て
を
解
消
し
た
ま
ま
、
通
り
す
ぎ
て
い
こ
う
と
す
る
の

だ
。
別
の
言
い
か
た
を
す
る
な
ら
、
停
統
的
屈
原
像
と
新
し
い
『
楚

辞
』
解
揮
が
同
棲
す
る
ま
ま
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
屈
原
を
お
き
ざ
り
に
し
た
ま
ま
の
『
楚
僻
』
解
揮
は
、

そ
れ
が
新
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
あ
ぶ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

屈
原
の
性
格
を
さ
だ
め
る
こ
と
は
、

『
楚
鮮
』
の
質
、
あ
る
い
は
停

承
者
の
把
握
に
じ
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
屈
原
を
さ
け
る
著
者
の
態
度
は
肯
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

つ
い
で
な
が
ら
鱗
れ
て
お
く
と
、
屈
原
に
つ
い
て
、
わ
が
園
に
お

一-114ーー

い
て
は
岡
村
繁
氏
・
小
南
一
郎
氏
な
ど
の
、

『
楚
鮮
』
と
一
た
び
断

ち
切
ろ
う
と
す
る
立
場
が
あ
り
、
従
来
の
屈
原
観
は
再
検
討
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
段
階
に
至
っ
て
い
る
。
反
面
、
屈
原
と
『
楚
辞
』
俸
承

者
の
闘
係
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
充
分
な
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
は
、
も
し
『
楚
鮮
』
と
屈
原
の
あ
い
だ
に
隔
た
り
を
お
く
こ

と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
逆
に
、
な
ぜ
南
者
、
が
合
艦
し
え
た
の
か
、

な
ぜ
屈
原
の
カ
リ
ス
マ
化
が
な
さ
れ
え
た
の
か
、
と
い
う
地
貼
に
ま



で
踏
み
こ
ん
だ
研
究
も
、
今
後
は
た
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ、っ。著
者
の
こ
の
論
文
は
、
た
し
か
に
依
陥
が
お
お
く
、
論
置
も
綴
密

と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
出
さ
れ
た
結
論
そ
の
も
の

を
利
用
す
る
に
は
、
か
な
り
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
方

で
、
至
る
と
こ
ろ
で
の
新
し
い
着
限
、
示
唆
の
ゆ
た
か
さ
を
も
っ
す

ぐ
れ
た
論
文
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
な
お
、
一
幅
永
光
司
氏
の
「
『
大

人
賦
』

の
思
想
的
系
譜
」
(
一
九
七

O
、

「
東
方
墜
報
」
京
都
但
加
)
は
、

こ
の
論
文
と
ほ
ぼ
同
一
の
作
品
を
別
の
角
度
か
ら
さ
ぐ
っ
た
も
の
で
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あ
り
、
参
照
が
望
ま
れ
る

Q

一
九
六
七
年
六
月
に
、
著
者
は
京
都
大
事
文
事
部
に
お
い
て
、
こ

の
論
文
と
重
な
る
内
容
の
講
演
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
お
り
の

英
文
要
旨
を
貸
輿
い
た
だ
い
た
井
波
律
子
先
生
、
本
稿
執
筆
に
あ
た

り
細
か
く
助
言
を
い
た
だ
い
た
小
南
一
郎
先
生
に
深
く
感
謝
し
た
い
。

krE伊
》

円

p
-
c
F
Z
。唱∞
2
・
5
-
-
X
H
H
F
H
V
P
H
S
H
i
N
w

呂
田
叶
に
初
出
。

「
英
美
事
人
論
中
国
古
典
文
筆
』
(
一
九
七
三
香
港
中
文
大
事
)
に
、
黄

兆
傑
氏
の
中
園
語
課
「
求
窓
妃
之
所
在
」
を
お
さ
め
る
。

(
京
都
大
事

卒
田
昌
司
)

書

許




