
の
前
史

J･oigeschichte
叉
は
序
幕

P
reiude
が
裸
威
-‥
起

-
つ
～
あ
る
で
は
な
い

か
ビ
想
像

し
縛
る
0

触
れ
ざ

も

此
の
如
き
操
虞
に
如
何
な

る
章
動
が
起
っ
た
か
な
地
笈
計
の
記
雄
に
徴

す
る
に
'

九
p
初
動
が
京
都
宮
津
で
は
｢
引
き
｣
で
北
西
に
向
ひ
､
大
阪
佃
戸
で
は
｢
衝
き
｣
で
あ
っ
た
ど
い
ふ
報
告
が
正

し
い

な
ら
ば
､
麓
源
に
於
け
る
初
動
が
既
に
地
表
に
出
水
た
断
層
と
同
じ
性
質
を
有
す
る
こ

亡

だ
想
像
さ
れ
る
｡

英
し
て
然

ち
と
せ
ば
志
田
博
士
の
聴
見
さ
れ
た
裂
櫨

F
rac-u
le
ビ
階
絡

D
ep
ression
の
外
に
第

三
の
断
層

F
auit
の
型
式
の
鼻
動
が
深
慮
に
も
起
る
辞
で
･
地
殻
の
歪
み

S
train
の
原
因
は
地
表
か
ら
非
常
に
深

い
虞
に
起
因
す
る
こ
と
,
掌
失

地
震
地
質
撃
の
研
究
に
は
従
衆
の
如
-
地
震
の
原
因
を
履
圏
に
起
る
か
の
加
-
秦

信
す
る
見
地
か
ら
先
づ
解
放
さ
れ
る
必
姿
が
倍
痛
切
に
戚
せ
ら
れ
る
｡

丹
後
峰
山
地
震
に
顕
ほ
れ
上
る
起
震
線
と
地
崩
線
(
下
)

中

村

新

太

那

第
二
牽

烈
震
地
に
於
け
る
被
害
分
布

晶
析
欝
細
瑚
雛
槻
附
謁
)

女
カ
ノ

今
回
の
峰
山
地
笈
の
烈
震
地
域
は
奥
付
後
な
る

竹

野

'
中
'
熊
野
､
輿
謝
の
四
郎
に
瓦
も
､
家
屋
及
人
命
に
澗
す

る
損
客
の
劇
烈
な
品

も
略
此
の
四
郡
に
限
ら
れ
た
-
｡
而
し
て
被
事
の
概
況
は
島
鍵
､
網
野
､
郷
､
峰
里

竃
原

長
鷲

口
大
野
､
岩
屋
,
市
場
,
三
河
内
･
出
凹
､
岩
瀧
等
の
町
村
に
誓

震
客
の
著
明
な
る
を
報
せ
ら
れ
､
其
の

地
域
注
,
略
竺

欝
に
於
て
論
越
せ
る
進
展
鋸
た
る
郵
相
断
層
に
沿
S
tJ
北
々
酉
よ
｡
粛
々
兼
に
五
品

-
断
層
線

丹
後
峠
山
地
髄
に
顛
ほ
れ
た
る
起
rfE
組
と
地
弱
紬

望
7

=



地

球

約

七

啓

筋
六
幼

望

ニ

7
こ

の
方
向
を
指
示
せ
る
を
認
め
た
り
.
加
之
此
等
炎
･輔
:地
小
に
於
で
特
に
悲
惨
.罷
る
災
害
に
見
離
は
れ
た
る
町
村
は
二

地
域
に
別
か
た
る
'

一
は
恥
方
ーこ.

あ
わ
て
網
野
町
よ
り
峰
山
町
及
育
児
村
に
亙
る
匿
域
に
し
て
他
は
南
方
に
あ
ゆ
で
､

岩
瀧
町
よ
-
西
南
西
に
向
ひ
山
田
も
市
場
､
三
河
内

の各
村
を
雑
て
岩
屋
村
に
至
る
地
域
L･.
Ilどす
｡
郎
ち
被
藩
の
･

中
心
地
は

一
俵
な
ら
す
し
て
二
簡
あ
-
て
p
北
方
の
-
の
は
堤
兜
に
接
し
且
つ
起
震
線
に
滑
ふ
も
の
に
し
て
'
他
は

麗
定
紋
の
走
向
･,J
は
金
-
異
な
れ
る
.方
凧
に
延
び
た
る
地
域
な
-
0

此
の
如
-
大
槻
に
放
て
鹿
波
の
披
番
地
は
起
震
虚
の
走
向
に
延
び
た
る
地
域
な
る
を
似
て
､
も
し
被
番
の
状
況
即

ち
家
屋
の
破
壊
及
人
命
の
残
損
を
何
等
か
の
方
法
を
以
て
地
岡
上
に
示
さ
ん
に
は
起
濃
緑
の
方
向
を
碓
か
む
る
ビ
同

時
に
他
の
特
に
劇
終
fjii
る
愚
動
を
顕
は

上e
:
る
隠
れ
た
る
地
覇
線
即
ち
共
鳴
す
る
薦
断
層
脱
の
位
能
を
推
知
す
る
に

難

か
ら
ざ
る
べ
き
を
想
定
せ
り
〕
混
七
放
て
於
山
博
士
ど
や
～J
は
震
災
地
概
態
を
終
り
て
蹄
洛
の
絵
に
上
れ
る
汽
華

中
にこ
於
で
町
軒
別
金
塊
家
屋
の
現
在
戸
数
に
封
す
る
育
分
此
及
死
者
の
現
任
人
口
に
封
す
る
百
分
比
を
計
算
せ
り
｡

鋪
凍
之
を
図
上
に
記
入
し
下
記
の
用
意
を
以
て
捕
き
た
る
被
審
分
布
園
は
前
々
鶴
に
掲

げ

た

る
被
審
璃
庶
分
布
周

(
間
版
第
四
版
)Lj
-
0
此
の
被
害
塞
駄
分
布
観
は
起
定
に
輔
す
る
論
議
の
根
元
的
資
料
を
供
す
る
YJ
,典
に
幾
多
の
地

震
に
随
伴
せ
る
現
象
を
説
明
す

る
に
足
る
基
礎
を
如
て
た
る
も
の
ど
自
負
す
る
の
不
遜
を
歌
で
す
る
に
至
れ
i
｡

被
害
密
度
分
取
園
作
製
の
原
材
料
は
主
だ
し
て
三
月
十
二
日
宮
津
督
寮
費
調
査
の
丹
後
四
郎
に
於
け
る
各
町
村
別

震
災
被
審
調
べ
に
接
-
し
も
の
に
L
で
機
に
之
に
久
美
雷
管
察
藩
調

べ
の
材
料
を
加
味
し
光
る
庵
の
な
-
0,朗
も
希

.
i.

に
倒
潰
家
屋
甘
所
謂
倉
潰
な
る
針
の
の
み
を
探

-
'
之
が
現
戸
数
に
酎
す
る
可
分
比
を
求
め
で
麗
容
の
程
度
を
現

･
･
,
s

i
£
.
1

し
而
し
て
琵
雄
の
雅
俊
は
震
動

の縄
庇
を
示
す
-

わな
-
ビ
暇
足
し
_て
㍉
震
動
の
大
小
を
比
絞
す
る
に
便
せ
ん
ビ



せ

re,｡
今
回
の
大
旗
は
従
兼
の
都
市
に
放
け
る
大
貫
の
場
倉
だ
同
じ
-
地
袋
に
仰
ほ
れ
て
通
わ
し
火
炎
の
被
掌
甚
大

に
し
･て
峰
山
及
網
野
の
如
き
は
火
炎
に
よ
る
粗
暴
の
著
し
き
集
群
1･B
も
･IJ
ず
｡
火
炎
に
よ
る
被
害
身
以
tJ湛
按
定
朝

に
よ
る
被
審
i
'浪
岡
す
る
時
は
震
動
の
大
小
を
比
校
せ
ん
ーど
す
る
場
合
に
大
な
貞
淑
-
哲
雄
す

べ
き
は
朋
か
な
も
｡

故
に
此
の
場
食
に
は
火
炎
の
被
藩
を
除
外
せ

ざ
る
ペ
か
ら
す
｡
飴
る
に
替
察
署
の
被
審
統
計
は
其
の
畢
数
の
方
法
各

那
同

盲

ら
ざ
る
如
-
･
焼
失
家
屋
の
数
を
金
波
に
加

へ
ざ
る
も
の
だ
焼
失
家
屋
敷
を
金
治
家
屋
敷
中
に
加

へ
た
る

も
の
き
の
り
｡
苗
に
は
全
焼
家
屋
敷
ビ
全
潰
家
屋
敷
ど
の
浪
岡
せ
ら
れ

ざ
る
も
の
の
内
焼
失
家
屋
の
か
な
り
多
数
の

む
の
例

へ
ば
網
野
町
p
相
場
村
,
岩
瀧
町
等
の
如
き
は
現
在
戸
数
中
よ
-
蚤
焼
家
屋
数
を
減
じ
た
る
も
の
に
封
す
る

金
碍
戸
数
の
面

分
比
を
求
め
て
火
災
の
扱
者
を
除
去
す
る
手
段
を
深
長

-
｡
中
郡
の
統
計
は
金
焼
数
々
も
金
波
家

屋
敷
中
に
却

へ
た
る
が
如
-
､
之
に
就
き
て
は
焼
失
の
大
な
る
も
の
に
於
て
も
令
滑
だ
し
て
の
巻
数
を
以
蒜

に
覗

戸
数
に
封
す
る
百
分
比
を
求
め
笹
-
0

攻
に
二
十
寓
分

電

岡
上
に
於
で
町
村
の
人
目
敢
多
の
部
分
に

蒜

を
定
め
'
叢
に
蚤
潰
家
屋
の
育

分
率
を
記
入

し
･
被
審
分
布
図
に
示
し
た
る
如
き
等
百
分
率
線
鋸
ち
等
破
壊
率
線
を
轟
け
-
｡
金
治
被
害
の
有
無
の
境
界
線
即
ち

全
潰
官
分
率
の
零
な
る
線
三

解
線
だ
十

握
線
･fJ
五
十
殖
線
だ
皆
朱
は
さ
ん
写
せ
ゎ
｡
劃
紋
に
督
-
て
は
記
入
せ
る

百
分
率
空

町
村
の
平
均
な
る
を
以
て
等
破
壊
率
兼
は
必
ず
し
も
記
入
鮎
を
樺
的
ビ
し
て
描
か
や
｣

石

村
の
地
域

を
考
慮
し
且
つ
地
上
に
於
け
る
山
崩
れ
へ
家
屋
被
客
の
急
激
･の
嘩
化
等
見
聞
に
ょ
る
革
質
を
掛
酌
し
て
並
に
凹
凸
を

典

へ
晋

｡
か
～
る
等
破
壊
率
舘
は
町
村
別
の
計
数
を
賛
粋
亡
し
て
は
細
部
聖

不
品

は

ざ
る
は
勿
論
な
れ
ぎ
も
亦

以
て
概
妻
壁

不
す
L1こ
足
る
ペ
し
0
若
し
表
れ
大
串
別
の
計
数
に
よ
り
で
之

を
措
が
ん
-=
は
細
部
の
肝
癌
を
加
ふ
る
を

丹
後
峰
山
地
震
に
･腎

れ
iI
る
超
斑
紋
と
地
弱
線

等

小

三



節
七
谷

第
六
班

望

伽

2
四

柑

ペ
し
｡

弛
樹
上
に
碍
光
る
こ
の
軍
機
壌
率
線
は
従
裸
の
地
震
に
於
て
謂
か
れ

べ
-

し
て
未
だ
充
分
な
る
も
の
の
磯
表
さ
れ

し
な
知
ら
す
｡
こ
の
線
は
同
数
の
破
壊
を
意
味
せ
ず
宵
分
率
壁

ボ
す
も
の
な
れ
で

も
'
こ
の
線
上
の
破
壊
力
従
っ
て

震
動

の同
等
牽

ポ
す
も
の
な
る
を
以
て
小
川
教
授
の
指
示
に
飴
ひ

Isophtheiric
lin
es
(
等
破
壊
琴
線
又
は
等
破
壊

紘

)
の
新
名
を
用
ふ
畠

こ
ど
な
提
唱
せ
ん
ど
す
｡

人
命
の
敷
損
は
被
審
中
の
絶
大
な
る
も
の
な

-
｡
百
分
率
を
以
て
見
れ
ば
家
屋
の
損
省
に
此
し
て
死
段
は
小
な
れ

.fu
も
P
死
斑
は
票
客
の
最
大
を
悪
映
す
｡
然

る
に
火
炎
は
死
貧

の率
を
し
て
散
槍
せ
し
む
る
が
故
に
火
炎
を
件

へ
る

地
震
に
於
で
は
死
者
の
数
は
直
に
麓
動
の
太
さ
.<q･)示
す
も
の
に
あ
ら
や
｡
然
れ
ど
も
従
雄
の
大
都
市
に
於
け
る
大
震

を
除
け
ば
死
頒
率
の
五
%
以
上
に
達
す
る
地
域
は
放
熱
麓
地
な

-
ど
す
｡
故
に
五
郎
の
等
視
準
線
を
作
ら
ん
か
最
烈

震
地
を
劃
す

ペ
-
.
之
以
下
の
死
損
率
を
宥
す
る
地
方
を
細
別
せ
ば
以
て
烈
震
地
域
の
震
署
の
油
長
を
知
る
に
足
ら

ん
｡
震
動
の
位
小
の
軽
微
は
匿
に
以
て
人
命
敦
損
の
率
を
著
し
-
減
す

べ
き
な

-
｡
是
を
以
て
死
者
の
現
任
人
口
に

樹
す
る
死
損
率
を
求
め
て
､
等
破
壊
率
線
を
措
け
る
･JJ
同
様
に
軍
規
車
線

(fsoth
ana
tic
lin
es
)
を
聞
上
に
引
き
試

み
た
-
｡
こ
の
等
須
車
線
は
零
,1J
l
%
ビ

五
頭
ど
の
三
線
を
探
れ
わ
｡
然

る
に
固
版
に
見
る
が
加
-
等
親
車
線
が
等

破
壊
車
線
に

…
致
す
る
部
分
あ

･il
で
獅
被
客
の
中
心
地
叉
は
地
弱
線
に
約
-
て
は
等
損
率
線
あ
る
が
薦
め
に
等
破
壊

率
腺
趨
向
の
意
童
を

1
層
別
亮
に
示
し
t
等
破
壊
車
線

に
依
る
表
現
を
補
足
す
る
も
の
な
る
こ
ど
な
知
れ

･cIO

千
は
<
産
に
無
惨

に
も
卸

へ
ら
れ
だ
る
麗
容
を
此
の
如
-
取
扱
ふ
こ
と
の
無
情
を
傭
焼
す
.
然
れ
ど
も
後
述
の
加

-
こ

の被
宰
密
度
分
布
園
は
地
震
撃
上
乗
婁
な
る
の
み
な
ら
ず
､
葉
際
上
に
於
て
-
役
立
っ
べ
き
も
の
あ
る
を
信
や
｡



即
ち
茂
英
の
救
護
及
定
番
の
復
興
に
潜
っ
て
此
の
間
の
利
用
さ
る
べ
き
諸
種
の
制
動
あ
る
を
憩
ふ
｡
翁
故
老
の

一
新

を
煩
は
さ
ん
こ
ど
な
希
ふ
｡

今
や
穐
薯
分
布
閲
の
構
成
に
摘
す
る
軍
鮎
を
嚢
げ
た
-
｡
進
ん
で
此
の
由

よ
-
何
者
を
知
得
し
た
る
か
､
こ
こ
に

描
か
れ
た
る
等
破
壊
率
線
基

準

率
練
合

状
態
は
何
藍

還

す
る
か
を
運
ぶ
ペ
し
｡
議
場

銅
朋
㌍

袈

桝
諾

酌

｡

鯛
蛸
競

軍

=

一
讐

に
注
意
す

べ
き
は
予
の
措
け
る
両
種
の
被
番
卒
線
の
宵
分
率
の
採
り
方
は
其
の
間
隔
の
同
等

な
ら

ざ
る
こ
ど
な
-
｡
即
ち
等
破
壊
率
線
に
於
で
は
〇
二

解
､
十

頭
'
五
十
頭
を
'
等
親
率
線
に
於
で
は
〇
､
.嘉

'

I.-
ンザ

五
頭
を
採
-
た
る
こ
･1J
な
-
｡
同
上
に
於
て
此
の
不
等
の

間

隔

を
挟
む
線
が
多
-
は
瞳
同
様
の
距
離
を
以
て
並
走
す

る
こ
亡
は
著
し
き
事
項
に
し
て
､
為
れ
震
動
の
急
激
に

7
万
に
増
加
し
他
方
に
滅
殺
さ
れ
た
る
を
示
す
も
の
に
し
て

槍
加
急
激
な
る
方
面
の
核
心
部
は
即
ち
震
動
の
起
因
せ
し
地
域
更
不
す
も
の
な
る
こ
ど
な
り
｡

緒
言

に
於
で
鞄
断
せ
L
以
来
数
次
繰
返
し
た
る
加
-
こ
の
大
鑑
に
於
け
急

旗
竿
の
中
心
だ
し
て
二
箇
所
あ
る
は
被

客
分
布
岡
上
に
明
亮
確
約
に
鞍
は
さ
れ
た
-
｡
北
方
網
野
､峰
山
間
の

.義

鮎
Ti
破
壊
率
の
五
〇
殖
内
､
死
観
率
の
五

車
内
に
し
て
峰
山
町
は
最
大
殖
軍

竺
不
し
破
壊
率
は
九
九
鴨
四
に
し
て
死
損
率
は
二
二
殖
九
に
逢
せ
･cl｡
網
野
町
の

破
壊
率
は
八
九
空

一
に
し
て
､
其
の
死
損
率
の
四
殖
九
に
過
ぎ
ざ
る
は
被
薯
の
比
較
的
小
な
I
PL
沌
茂
川
等
の
大
字

一

を
含
む
が
故
に
し
て
･
帝
縛
を
な
せ
る
網
野
に
於
で
は
死
税
率
は
五
舶
以
上
に
上
れ
る
は
明
か
1･1
-
｡
此
の
網
野
峰

山
間
を
北
々
酉
よ
れ
再

々
兼
に
延
び
た
る

示

心
部
は
即
ち
震
央
を
中
心
に
包
め
る
地
域
に
し
て
'
其
の
延
長
方
向

は
よ
く
郷
柑
断
層
の
走
向
に

一
致
し
東
西
に
荻
-
殊
に
姉
御
断
簡
以
西
は
以
東
に
此
し
て
急
に
温
容
を
減
じ
た
ち
｡

足
れ
西
方
に
は
堅
槻
な
る
火
山
岩
の
南
北
に
互
-
て
露
白
せ
る
が
馬
な
り
｡

什
孜
峰
巾
地
斑
に
甜
ほ
れ
Li
る
起
従
妹
JJ
地
封
紙

望
盈

7
五
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望
が

7六

峯
川
以
南
&
.
見
る
に
十
殖
等
級
壊
率
線
.

一
弾
等
.規
車
線
は
狭
ま
-
て
長
雫

口
大
野
p
奥
大
野
の
三
村
を
挟
み

以
て
剰
射
断
層
が
た
LI,J
へ
薯
し
き
断
野

望
祁
さ
ざ
る
に
-
係
ら
ず
製
璽

写

し
て
術
は
能
-
賂
村
酢
豚
の
補
延
す
る

を
現
は
せ
る
も
の
tよ
り
｡
農
省
の
分
布
は
賓
に
よ
-
起
濃
緑
叉
は
地
鍋
線
を
明
示
す
る
も
の
な
る
を
痛
威
せ
し
.ひ
る

も
の
に
し
て
､
後
述
す
る
如
-
大
震
に
際
し
被
客
の
狭
昔
を

探
究
し
て
地
覇
線
の
存
在
を
知
称
す
る
こ
f̂J
は
後
衆
の

地
震
に
封
す
る
橡
防
E
L
で
甚
だ
重
要
な
る
事
項
な
ら
rJ

郷
村
断
膚
の
趨
向
は
第
二
の
山
田
を
中
心
1̂J
す
る
波
涛
地
域
の
等
破
壊
率
線
及
竿
頭
率
線
の
形
状
を
以
て
親
知
す

る
を
得

ペ
し
｡
然
れ
ざ

.TG
此
の
堅

石

被
客
中
心
匿
に
於
で
最
も
著
し
き
轟
薯
は
披
審
率
線
の
包
囲
せ
る
烈
震
背
が

来
状
兼
よ
-
酉
南
西
に
長
-
延
び
ニ
ー
に
郷
村
断
層
に
直
交
す
る

一
地
顔
線
の
存
在
を
明
示
す
る
箪
な

ら
ど
す
｡
起

票
線
た
る
郵
相
断
暦
の
南
姓
は
出
田
附
近
に
於
て
は
明
亮
に
郡
む
る
髄
は
す
｡

且
つ
震
央
を
去
る
こ
ビ
既
に
十
五
粁

に
及
び
震
動
度
は
口
大
野
叉
は
奥
大
野
以
上
に
達
せ
ざ
る
べ
き
に
も
係
ら
ず
此
虞
に
蟹

1
秒
被
審
中
心
を
月
計
は
他

の
原
因
に
櫨
る
も
の
な
ら
ざ
る
ペ
か
ら
す
L-3
こ
は
茸
を
改
め
て
論
述
す

べ
き
も
予
は
E
I辻
断
暦
だ
命
名
せ
る

1
地
萌

線
が
岩
瀧
も
山
田
'
市
場
等
の
各
村
を
通
じ
北
方
の
叫
塊
の
南
兜
に
近
き
部
分
に
先
麗
し
､
起
震
線
上
に
於
け
る
震

動
は
大
な
ら
ざ
る
も
こ
の
震
動
の
馬
め
に
眠
れ
る
地
射
線
が
典
晩
酌
に
鐘
束
を
輿

へ
ら
れ
た
る
tに
困
る
ビ
屈
考
す
｡

翻

っ
て
四
辻
断
層
に
滑
ふ
破
寛
の
分
布
を
見
る
に
岩
耽
､
山
田
'
石
什
'
苗
賂
二

二
河
内
の
五
町
村
は
破
壊
率
に
藤

で
五
十
殖
域
内
に
あ
-
て

一
再
残
率
線
に
固
ま
れ
､
山
田
に
於
で
叔
大
の
破
壊
率
九
十
三
殖
九
髪

ホ
せ
サ
ー｡
沿
出
田

よ
-
市
場
に
至
る
匿
域
は
宝
飾

軍
弧
率
線
内
に
あ
-
て
市
場
柑
に
で
は
税
率
十

1
殖
七
に
逢
せ
-
'
而
し
て
こ
の
五

錦
等
頒
率
線
内
の
地
域
は
兼
北

東
-
西
南
西
Ez.,t水
郷
に
L
で
山
田
中
心
地
の
核
心
を
な
せ
り
｡
是
れ
山
田
村
上
山
田



附
鑑
に
放
て
朔
村
断
層
線
ビ
四
祉
断
暦
だ
が
祇
交
す
る
が
璃
め
に
四
辻
断
層
上
の
=
の
部
分
が
特
に
暴
威
を
.:.Wj
-
し

∫

た
る
に
困
ら
ず
ん
は
あ
ら
や
｡
若
し
嚢
れ
天

ノ
橋
立
の
北
方
府
中
の
破
壊
率
が
四
殖
六
に
達
し
た
る
が
如
き
は
四
辻

シ
モ

7ヂ

断
層
即
ち
地
覇
線
の
兼
延
を
詑
L
t
岩
屋
村
以
西
に
於
で
は
但
馬
出
石
郡
資
母
村
中
藤
ケ
森
､
奥
藤
ケ
森
･
高
跳
寺

坂
野
等
に
於
て

一
又
は
二
の
谷
汲
家
屋
を
兄
た
る
は
四
辻
断
層
の
酋
延
を
誇
す
る
も
の
な
ら
｡
こ
の
四
辻
断
層
の
地

質
聾
上
の
静
跡
及
地
麓
に
-
㌃

て
航
は
れ
た
る
地
鼻
に
就
き
て
は
次
馨
に
逃
ぶ
る
朗
あ
ら
ん
ど
す
0

タ
イザ

品
に
本
被
害
密
度
分
布
閲
を

一
見
し
て
何
人
も
兼
は

聞

入

よ
り
網
野
､
潰
詩
を
経
て
酉
芳
久
共
済
に
到
る

一
帯
磯

に
網
野
以
酉
の
沿
海

一
群
が
被
審
開
大
に
し
て
等
被
害
線
の
特
に
西
南
酉
に
膨
れ
た
る
を
異
だ
す

べ
L
U
然
れ
ど
も

こ
.の
形
態
は
菜
の
四
辻
断
層
に
滑
ふ
被
害
率
線
の
特
異
な
る
に
此
し
て
は
薯
し
き
も
の
に
あ
ら
や
'
予
は
此
魔
に

一

地
射
線
を
想
定
せ
ん
よ
り
も
寧
ろ
其
の
珊
特
典
な
る
は
沿
海
の
砂
丘
が
震
動
豊

首

易
き
"
.
沿
海
平
地
の
怒
刺
な

る
構
成
に
鋸
す
る
の
妥
皆
な
る
を
怨
ふ
｡
唯
久
美
寓
を
中
心
k,し
て
其
の
兼
酉
に
は
北
東
よ
-
南
西
に
互
-
南
関
は

填
岡
附
近
に
劃
･in
､
地
質
分
布
に
著
し
-
苗
は
れ
た
る
断
厨
の
春
在
す
る
あ
る
あ
ら
て
碑
野
村
よ
-
商
圏
に
は
此
軍

の
地
射
線
が
促
勤
せ
し
こ
ビ
豊

田
せ
ん
ど
す
｡
賓
に
此
の
北
兼

-
南
西
の
方
向
は

一
昨
年
の
但
北
地
震
に
際
し
て
聴

超
せ
る
田
結
地
裂
群
の
主
要
方
向
な
-
ど
す
｡

警

壷

共
鳴
地
顔
線

=
四
辻
断
層

郷
柑
断
層
の
甫
延
を
追
跡
し
て
裂
建
碑
を
決
定
し
つ
ゝ
三
寛
村
谷
内
西
方
の
亀
裂
を
観
察
し
,
丹
後
山
田
降
魔
の

列
車
に
搭
す
べ
-
峰
山
街
道
を
南
下
し
清
水
谷
の
谷
中
鞍
部
を
越
え
橋
脚
に
小
藩
を
受
け
た
る
政
道
橋
を
僧
-
､
仙

丹
絞
峰
山
地
定
に
細
ほ
れ
た
ろ
超
煤
東
と
地
軸
執

芸

1
･七
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八

田
柑
上
山
旺t
に
出
で
ん
と
し
て
著
し
き
地
壁
に
蓬
着
せ
-
｡
街
鑑
は
南
方
急
に
擁
下
す
る
こ
ビ
約
八
十
糎
､
擁
曲
の

塊
の
方
向
は
北
六
十
五
度
兼
に
し
て
､
西
方
の
畑
地
の
畝
を
も
痴
曲
せ
し
め
た
-
｡
網
野
以
南
此
の
地
に
至
る
ま
で

極
め
て
稀
に
東
北
東
に
走
る
小
鞄
裂
を
鬼
た
る
二
だ
あ
れ
..F/,
も
か
～
る
著
し
き
地
歩
に
し
て
兼
北
東
に
向
ふ
も
の
を

見
た
る
は
最
初
な
ら
き
｡
是
に
於
て
想
ふ
｡
天

ノ
橋
立
の
内
海
阿
蘇
の
源
の
壮
年
よ
り1
岩
瀧
､
山
田
'
市
場
三
村
を

迫
す
る
低
地
は

1
の
地
嚢
構
造
線
に
謁
脅
し
p
為
め
に
上
山
H
の
由

曲
も
亦
此
の
方
向
を
抹
わ
し
も
の
な
る
こ
ど
な

予
は
親
し
-
こ
の
線
を
追
跡
す
る
の
機
を
失
ひ
た
る
も
他
の
調
査
班
の
糟
査
及
諸
種
の
報
導
に
よ
り
て
こ
の
線
上

に
現
は
れ
た
る
兼
多
の
地
轡
を
窺
知
L
得
た
,C･｡
岩
瀧
町
の
南
部
L･B
る
石
閏
附
近
に
は
北
東
に
向
ふ
道
路
上
に
亀
裂

移

し
-
､
且
つ
鮭
崩
れ
あ
-
､
丹
後
山
田
輝
の
西
方
五
官
米
に
は
固
版
第
五
版
上
聞
(前
髄
所
蔵
)
に
示
し
た
る
蛾
路
の

捻
曲
あ
-
｡
衛
道
上
に
は
東
西
に
亙
る
断
層
を
蕉
じ
南
方
四
十
五
糎
落
下
せ
り
｡
西
に
向

へ
は
小
学
校
庭
は
製
櫨
の

腐
め
に
凸
凹
を
凍
た
し
､
西
方
城
山
陽
道
の
東
口
近
-
に
は
花
掃
岩
中
に
亀
裂
を
蕉
じ
､
随
道
は
被
署
の
.秀
め
修
復
に

二
過
日
を
愛
し
､
為
め
に
峯
山
地
方
の
救
護
に
甚

だし
き
不
利
を
髄
さ
し
め
た
り
.
城
山
随
道
南
下
の
斜
面
は
表
土

崩
落
し
て
小
樹
木
を
傾
倒
せ
し
め
た
り
｡
此
の
線
は
西
に
平
地
に
下
り
て
糞
に
凝
げ
た
る
焼
曲
に
遵
互
す
る
も
の
な

-
｡
こ
の
撹
曲
は
西
に

一
町
許
に
し
て
津
城
す
る
だ
蹄
も
上
山
田
及
市
場
村
四
辻
の
被
磐
は
劇
茜
に
し
て
猶
に
地
新

線
に
甚
だ
近
-
位
す
る
聖

ホ
せ
-
｡
南
方
加
悦
町
に
至
る
主
谷
を
酉
す
れ
ば
即
ち
市
場
村
蔑
地
に
し
て
幾
地
北
背
の

山
地
に
於
て
松
山
教
授
の
視
察
す
る
朗
に
よ
れ
ば
兼
酉
に
互
h
二刀
凍
藍
賓
な
-
し
地
盤
が
裂
開
せ
･=,三
試
ふ
｡
酉
L

で
岩
屋
村

に入
れ
ば
出
石
街
迫
の
第

一
の
屈
曲
部
に
常

-
北
よ
り
凍
る
小
浜
は
泥
流
を
溢
流
せ
-
｡
上
述
の
謝
地
礎

は

一
地
顔

線蜜
ポ
す
も
の
に
し
て
正
に

一
断
膚
の
存
在
を
明
示
せ
る
-
の
ど
云
ふ
ペ
し
｡
況
ん
や
此
の
線
を
閲
に
辿



･る
と
き
は
前
審
に
逃
ぺ
た
る
資
瑚
村
中
淋
ケ
森
ー
奥
藤
ケ
森
､
坂
野
ー
高
跳
寺
に
到
-
1
但
牝
伸
展
の
際
に
<

=椅
射

奥
矢
根
が
山
地
な
る
に
も
係
ら
ず
南
方
出
石
州
の
各
地
よ
-
も
被
藩
の
烈
し
か
-
し
こ
ど
も
亦
此
の
地
顔
線
の
酉
に

妊
び
た
る
の

1
静
,J･J
な
す

べ
し
｡
即
ち
こ
の
四
辻
断
簡
は
先
在
の
断
層
に
し
て
富
津
簡
口
よ
･I,出
石
町
の
北
方
ま
で

追
跡
し
得
る
も
の
な
ゎ
｡

四
辻
断
簡
は
今
回
の
地
震
に
活
動
し
て
著
し
き
英
婆
を
典

へ
た
る
も
の
L･.
れ
で
も
之
に
沿

う
て
起
れ
る
地
歴
を
見

る
る
に
郷
村
断
暦
の
如
-
然
か
-
顕
著
な
る
も
の
に
あ
ら
や
｡
産
れ
起
震
線
は
郷
村
断
暦
に
し
て
四
辻
断
層
は
他
に

磯
起
せ
る
震
動
に
依
-
lot,
凍
括
れ
易
き
地
萌
線
な
る
が
薦
め
に
共
鳴
或
は
雷
同
し
て
捷
束
を
得
た
る
も
の
ど
断
す
る

所
以
な

｡
J
而
し
て
大
農
の
震
央
は
郵
相
高
橋
の
南
方
に
あ
れ
ざ
も
､
こ
の
誘
戚
せ
ら
れ
た
る
地
新
線
は
大
震
後
微

弱
な
る
地
震
の
凝
動
地
ど
も
な
･｡
得

べ
き
な
ゎ
｡
或
は
説
を
な
し
て
大
震
の
題
斯
竪

一箇
所
な
rin
だ
す
る
尊
者
は
恐

-
曾
震
の
震
央
を
以
て
直
に
大
震
の
震
央
を
意
味
す
る
ビ
即
断
す
る
者
L･4
る
べ
し
0

終

章

峰
山
地
震
の
加
-
明
亮
な
る
題
震
線
を
顕
は
す
地
震
は
其
の
数
多
し
笠
石
ふ
能
は
す
'
我
閥
に
於
で
は
濃
尾
地
震

論
議
地
震
を
以
て
其
の
藩
し
き
も
の
だ
t･tす
｡
而
し
て
峯
山
地
震
に
於
て
は
水
軍
移
動
が
垂
直
落
差
の
約
三
倍
に
達

す
る
は
薯
し
き
轟
資
に
し
て
へ
水
平
移
動
の
大
小
よ
･｡
予
は
震
央
を
郷
村
高
橋
南
方
な

･jl
ビ
推
測
せ
り
｡
灘
霞
に
懲

り
で
正
潜
の
抑
由
を
以
で
震
央
那

智
確
定
す
る
は
常
に
難
訴
な
れ
で

も
這
般
の
大
麓
に
於
て
は
率
に
之
を
確
め
得
た

る
を
以
て
p
地
震
計
に
よ
る
測
定
の
枯
葉
よ
ro
地
震
動
諸
種
の
性
質
に
開
す
る
常
数
を
誘
導
す
る
立
脚
瓢
を
得
た
-

竹
段
峰
山
地
既
に
甜
ほ
れ
(1
石
越
磁
路
と
地
弱
絶

望

ル

∵
九



也

.

班

節

七
番

約
六
硫

鍔

〇

二〇

ビ
云

ふ

べ
し
｡

m
心
ふ
に
祢
州
中
部
に
於
け
る
所
謂
横
濃
の
二
例
た
る
濃
尾
地
震
YJ
峰
山
地
演
.fJ
を
併
せ
考
ふ
る
に
断
層
の
北
淡
側

は
北
方
に
水
平
に
移
動
せ
り
｡
此
の
結
果
は
円
本
列
島
の
弧
形
よ
-
見
れ
ば
弧
形
の
長
さ
の
布
縮
む
示
す
も
-i,1
な
-

既
に
富
士
の
北
方
お
園
む
封
曲
は
局
部
的
に
伸
長
せ
る
部
分
あ
る
も
断
層
に
依
ら
ざ
る
日
本
島
弧
の
短
縮
な
り
｡

本
弧
は
箪

二
紀
の
初
尭
以
後
短
縮
を
騰
宿
せ
る
も
の
に
あ
ら

ざ
る
掌
さ
を
保
せ
ん
や
｡
(
四
月
八
日
槙
縞
)

三
宅
島
屋
凍
長
石
の
諸
性
質

紳

津

倣

砧

轟
き
に
余
等
は
三
宅
島
慶
祝
長
石
の
性
質
及
露
出
の
状
態
よ
り
'
其
成
因
を
考
察
し
'
更
に
常
時
の
火
山
活
動
の

様
式
を
推
論
せ
ち
t｡
該
報
骨
に
於
て
は
'
衆
長
石
の
焼
栗
は
記
事
の
燭
光
を
遮
-
る
蔑
め
僅
か
に
其

一
二
を
記
す
る

に
止
め
た
-
｡
然
れ
Jru
も
本
源
物
の
諸
性
質
は
前
き
の
所
説
だ
密
接
の
闘
係
あ
る
を
以
て
'
蓑
に
表
題
を
改
め
て
証

に
詳
述
す
る
こ
ビ
ビ
せ
-
.
但
し
測
定
の
方
法
に
就
き
て
は
露
に
は
省
略
せ
り
｡

｢

.化

聾

唖

質

第
愛
泰
盛
照
)

三
宅
爵
産
衣
長
石
の
化
聾
分
析
の
結
果
に
新
借
二
つ
あ
-
｡
一
つ
は
北
村
氏
の
分
析
に
し
て
'
其
時
代
は
既
に
五

十
年
以
前
な
り
ー
第
二
は
閲
歴
千
九
百
十
三
年
｢
ワ
シ
ソ
ー
ン
｣
博
士
の
行
ひ
ね
る
者
に
し
て
､
･余
の
該
次
長
石
研
究


