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【
要
約
図
　
十
六
世
紀
当
初
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
政
治
意
識
の
覚
醒
が
、
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
一
五
〇
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
カ
ソ
ブ
レ
ー
同
盟
戦
争
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
意
識
、
文
化
の
上
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
を
の
べ
、
さ
ら
に
、

十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
当
初
に
か
け
て
の
パ
ド
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
思
想
界
の
情
況
を
概
観
し
、
そ
れ
が
人
聞
社
会
の
冷
静
な
観
察
を
も
た
ら

す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
る
。
以
上
の
政
治
の
世
界
と
思
想
の
批
界
と
の
情
況
を
前
提
と
し
て
、
ガ
ス
パ
ー
ロ
・
コ
ソ
タ
リ
ー
二
が
、
行
動
的
生
活
と

隠
遁
的
生
活
と
の
相
克
に
苦
し
み
な
が
ら
、
政
治
生
活
の
道
を
選
択
し
た
理
由
は
、
彼
の
哲
学
研
究
と
く
に
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
思
想
の
影
響
に
よ
る
こ

と
を
示
す
。
そ
し
て
彼
の
主
著
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
行
政
官
と
共
和
国
』
を
通
し
て
、
彼
の
政
治
思
想
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
【
巻
六
号
　
【
九
七
八
年
一
一
月

隔
　
は
　
し
　
が
　
き

　
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
以
来
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
史
に
対
す
る
古
典
的
イ
メ
ー
ジ
は
定
着
し
て
き
た
。
彼
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
の
対

比
で
と
ら
え
て
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
移
り
気
で
物
を
は
っ
き
り
言
う
処
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
表
面
的
な
静
止
と
政
治
的
沈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

黙
の
都
市
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
た
え
ず
激
し
い
流
れ
に
身
を
ま
か
せ
て
き
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
歴
史
に
反
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
た
い

し
た
政
治
的
変
革
も
な
く
十
八
世
紀
末
ま
で
そ
の
命
脈
を
保
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
ブ
；
ウ
ス
マ
尋
厳
㌶
日
翁
島
。
燭
≦
ω
影
㊤
の
指
摘
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
政
治
的
沈
黙
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

概
念
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
い
な
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
が
政
治
思
想
に
与
え
た
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
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例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
・
ウ
ィ
ヅ
ト
冒
ロ
∪
①
≦
響
（
δ
悼
㎝
1
諺
）
に
と
っ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
政
体
は
こ
の
訳
な
い
模
範
で
あ
っ
た

し
、
い
っ
ぽ
う
、
一
六
五
七
～
六
〇
年
の
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
た
い
し
て
も
理
想
的
な
手
本
を
提
供
し
た
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想

家
ハ
リ
ン
ト
ン
冒
ヨ
。
ω
明
鑑
H
言
σ
Q
叶
8
（
一
①
犀
一
高
）
は
、
大
陸
旅
行
中
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
共
和
政
体
に
共
鳴
し
て
共
和
主
義
者
と
な
り
、
そ
の

著
書
『
オ
セ
ア
ニ
ア
』
の
中
で
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
こ
と
を
「
不
滅
の
共
豊
国
」
、
「
永
遠
に
腐
敗
せ
ざ
る
も
の
」
と
書
い
た
。
さ
ら
に
時
代
が
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

っ
て
、
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
と
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
の
憲
法
を
ね
っ
た
人
び
と
も
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
共
和
国
に
多
大
の
興
味
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
共
和
主
義
が
後
世
に
大
き
な
影
響
を
残
し
な
が
ら
、
そ
の
実
体
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
よ
う
に
色
彩
に
み
ち
て

わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
て
こ
な
い
の
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
政
治
概
念
を
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
そ
れ
を
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
る
の
に
お
く
れ
を
と
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
じ
じ
つ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
、
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
、
ブ
ル
ー
二
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ

ー
ラ
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
、
グ
ィ
ッ
チ
ャ
ル
デ
ィ
ー
ニ
そ
の
他
多
数
の
ス
ポ
…
ク
ス
マ
ン
に
こ
と
欠
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
で
は
、

そ
の
よ
う
な
思
想
家
の
存
在
は
、
決
し
て
は
な
ば
な
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
の
未
開
拓
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
も
よ
る
が
、
根
本
原
因
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
、
十
四
世
紀
と
十
五
世
紀
の
境
い
鼠
に
こ
う
む
っ
た
よ
う
な
政
治
的
・
軍
事
的
危
機
、
あ
る

い
は
十
五
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
軍
侵
入
を
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
体
験
せ
ず
に
す
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
十
五
世
紀
末
ま
で
の
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
国
内
に
む
け
て
も
、
国
外
に
む
け
て
も
、
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
性
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の

ヤ
　
　
　
　
　
　
　
む

で
あ
る

　
し
か
し
な
が
ら
十
五
世
紀
の
終
り
か
ら
情
況
は
変
化
し
は
じ
め
る
。
こ
れ
以
降
の
時
代
に
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
静
止
し
た
政
治
的
沈

黙
の
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
は
も
は
や
適
用
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
西
は
ロ
ソ
バ
ル
デ
ィ
ー
ア
か
ら
東
地
中
海
諸
島
に
ま
た
が
る
無
敵

の
大
版
図
は
、
経
済
・
政
治
・
外
交
の
各
面
か
ら
、
そ
の
伝
統
的
価
値
に
疑
問
が
な
げ
か
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
危
機
の
中
で
、
十
六
世
紀

の
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
い
て
早
く
発
揮
さ
れ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
共
和
主
義
の
要
素
を
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
は
異
っ
た
環
境
の

申
で
、
政
治
信
念
と
し
て
表
現
し
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
十
六
世
紀
に
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
自
ら
を
ル
ネ
サ
ン
ス
タ
イ
プ
の
共
和
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十穴世紀ヴェネツィア史における政治意識の覚醒（永井）

主
義
国
家
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
す
ぐ
れ
た
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
幻
出
を
伴
う
。
と
り
わ
け
そ
の
初
期

に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
か
ス
パ
…
戸
・
コ
ン
タ
リ
…
二
〇
霧
唱
㌶
o
O
o
暮
9
鼠
巳
（
μ
心
Q
◎
ω
一
円
㎝
蔭
b
⊃
）
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
の
亡
命
者
ド
ナ
ー
ト
・
ジ

ャ
ン
ノ
ッ
テ
ィ
U
o
p
暮
o
Q
㌶
匿
○
註
（
同
訓
Φ
b
◎
一
μ
㎝
刈
Q
Q
）
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
の
作
品
は
、
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
の
作
品
と
な
ら
ん
で

全
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
で
読
ま
れ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
政
治
的
発
言
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
お
け
る
文
学
や
美
術
の
開
花
を
伴
っ
て
十
六
世
紀
の

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
を
も
た
ら
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
の
相
違
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
よ
う
な
、
性
格
の
相
違
で
は
な
く
、

単
な
る
時
間
の
ず
れ
に
す
ぎ
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
十
六
風
紀
初
頭
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
政
治
意
識
に
お
け
る
覚
醒
は
、
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
そ
の
展
開
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
。
本
稿
に
あ
っ
て
は
、
ガ
ス
パ
ー
ロ
・
コ
ン
タ
リ
ー
二
を
中
心
と
し
て
、

十
六
世
紀
初
頭
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
意
識
の
自
覚
の
基
礎
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
①
冒
。
p
げ
頃
貫
鼻
ゲ
胃
黛
℃
b
鳶
映
ミ
馬
ミ
銚
ミ
肉
§
ミ
跨
§
§
誉
寄
ミ
馬
§
噌
溶
H
．
　
　
④
≦
」
・
切
0
5
く
ω
ヨ
勲
。
笹
ミ
■
讐
噂
■
◎

　
②
　
乏
」
■
し
d
o
q
委
ω
ヨ
斜
蕎
ミ
ミ
§
ミ
簿
恥
b
爵
謹
馬
ミ
鴻
馬
尾
さ
畿
。
§
い
ト
蓼
ミ
蔓
噛
　
　
　
⑤
　
国
．
切
鴛
。
戸
§
恥
O
蔑
無
恥
9
隷
恥
肉
ミ
骨
寄
ミ
簿
型
録
§
ミ
題
§
肘
題
、
9
ミ
ら

　
　
b
ご
。
臣
（
巴
①
ざ
δ
①
Q
。
噂
℃
●
認
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴫
ミ
嵩
§
駄
的
ミ
ミ
ミ
肉
偽
腎
＆
斜
暑
噛
い
ト
き
ミ
ミ
§
§
い
』
飛
ミ
O
へ
自
題
鳶
騎
ミ
ミ
蕊

　
③
b
d
・
剛
巳
｝
§
層
観
轟
§
鼠
㌔
。
ミ
喜
ミ
§
駿
§
“
馬
屋
嚇
§
馬
、
○
蔦
。
乙
℃
お
謡
層
　
　
鐸
鳩
§
ミ
8
勺
ユ
ロ
8
8
ジ
お
㎝
9

　
　
や
9

二
　
力
ン
ブ
レ
ー
同
盟
戦
争

　
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
を
と
り
ま
く
経
済
情
勢
は
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
ほ
ん
ら
い
、
そ

の
東
方
貿
易
は
高
い
利
潤
を
誇
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
、
ア
ジ
ア
産
の
香
料
、
木
綿
、
絹
、
薬
、
宝
石
、
さ
ら
に
植
民
地
魔
の

果
物
、
ワ
イ
ン
な
ど
を
取
扱
っ
た
。
主
と
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
東
方
の
原
料
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
工
業
に
供
給
し
、
そ
の
み
か
え
り
と
し
て
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①

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
金
属
と
奢
修
贔
を
レ
ヴ
ァ
ソ
テ
に
輸
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
十
五
世
紀
の
後
半
を
通
じ
て
、
ト
ル
コ
の
進
撃
に
と
も
な
っ
て

地
中
海
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
通
商
は
次
第
に
困
難
な
も
の
と
な
っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
希
望
峰
ま
わ
り
で
イ
ン
ド
に
到
着
し
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

情
報
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
衝
撃
を
も
た
ら
し
、
数
年
の
う
ち
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
香
料
貿
易
は
以
前
の
四
分
の
一
に
お
ち
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
が
多
年
に
わ
た
っ
て
独
占
し
つ
づ
け
て
き
た
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
間
の
仲
介
貿
易
の
地
位
は
崩
壊
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ガ
レ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

船
は
フ
ラ
ン
ド
ル
へ
の
航
海
も
や
め
て
し
ま
う
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
銀
行
の
破
産
の
波
が
押
し
よ
せ
、
最
大
級
の
銀
行
さ
え
も
逃
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
④

は
で
き
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
経
済
的
打
撃
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
心
に
暗
い
か
げ
り
を
落
し
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
そ
の
打
撃
を
強
調
し
す
ぎ
て
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
な
い
と
い
う
の
が
、
最
近
の
共
通
の
見
解
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
香
料
貿
易
の
衰
退
は
一
五
三
〇
年
代
ま
で
つ
づ
い

た
が
、
そ
の
時
期
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
香
料
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
経
由
の
も
の
よ
り
も
、
高
い
か
す
く
な
く
と
も
同
額
で
あ
っ
て

イ
ン
ド
航
路
経
由
香
料
は
け
っ
し
て
廉
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
香
料
の
流
れ
を
、
根
も
と
で
物
理
的
に
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

あ
っ
た
だ
け
に
至
難
の
わ
ざ
で
あ
っ
た
。
じ
じ
つ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
香
料
貿
易
は
み
ご
と
に
復
活
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
勢
は
、
一
四
九
九
年
度
お
い
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
広
範
な
軍
事
力
の
配
置
を
強
要
し
た
。
コ
ン
ス
タ
ソ
テ
ィ

ノ
プ
ル
に
集
結
し
た
ト
ル
コ
の
大
艦
隊
に
対
抗
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
海
軍
力
の
増
強
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ロ

ン
パ
ル
デ
ィ
…
ア
国
境
に
も
軍
隊
配
置
の
必
要
を
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
一
四
九
九
年
、
一
五
〇
〇
年
に
は
、
軍
事
費

異
常
支
出
に
よ
る
財
政
危
機
が
爆
発
す
る
。
ガ
ル
ツ
ォ
ー
二
、
リ
ッ
ポ
マ
！
二
の
二
つ
の
銀
行
の
破
産
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
ど
な
く

こ
の
財
政
危
機
も
回
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
　
一
四
八
二
年
以
降
に
設
定
さ
れ
た
「
新
公
債
」
鼠
○
暮
①
堵
g
o
く
Φ
は
、
一
四
九
七
年

に
額
面
の
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
が
、
上
記
の
銀
行
破
産
の
余
波
で
一
五
〇
〇
年
に
五
ニ
パ
ー
セ
ソ
ト
に
低
落
し
た
も
の
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

一
五
〇
二
年
に
は
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
ち
な
お
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
一
五
〇
〇
年
前
の
経
済
的
危
機
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
破
滅
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
十
六
世
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紀
に
入
る
と
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
危
機
的
傾
向
を
は
ら
ん
で
い
く
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
プ
ル
陥
落
後
、
ト
ル
コ
は
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
東
地
中

海
植
民
地
を
併
呑
し
は
じ
め
た
。
一
四
六
三
年
か
ら
七
九
年
に
わ
た
っ
た
ト
ル
コ
と
の
戦
争
の
中
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
ス
ク
タ
リ
、
ネ
グ
ロ

ポ
ン
チ
、
レ
ム
ノ
ス
な
ど
を
奪
わ
れ
た
も
の
の
、
な
お
レ
ヴ
ァ
ン
テ
貿
易
を
維
持
し
た
。
こ
と
に
、
一
四
八
九
年
の
キ
プ
ロ
ス
獲
得
は
、
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
経
済
の
動
脈
を
強
化
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
対
外
積
極
策
に
転
じ
た
。
地
中
海
制
圧
と
イ
タ
リ
ア
半
島
の
支
配
と
い
う
二
局
画

を
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
一
四
九
五
年
、
ア
プ
リ
ア
地
方
の
ブ
リ
ソ
デ
ィ
シ
と
オ
ト
ラ
ン
ト
な
ど
の
都
市
を
手
中
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
都
市
は

南
イ
タ
リ
ア
の
要
衝
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ア
ド
リ
ア
海
と
エ
ー
ゲ
海
へ
向
う
拠
点
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
彼
ら
は
、
一
四
九
四
年
に
ナ
ポ
リ
に
侵
入
し
た
フ
ラ
ン
ス
を
イ
タ
リ
ア
か
ら
駆
逐
し
た
。
　
（
こ
の
こ
と
は
、
外
敵
に
た
い
し
て
イ
タ

リ
ア
内
部
の
団
結
を
考
え
た
の
で
は
毛
頭
な
か
っ
た
）
。
　
加
う
る
に
フ
ラ
ン
ス
侵
入
を
機
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
の
独
立
を
戦
っ
て
い
た
ピ
サ

を
援
助
し
、
一
四
九
九
年
に
は
反
転
し
て
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
十
二
世
と
結
ん
で
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ミ
ラ
ノ
占
領
を
助
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ク
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

モ
ナ
を
手
に
入
れ
た
。
ま
た
g
マ
ー
ニ
ャ
地
方
に
進
出
し
て
教
皇
領
に
脅
威
を
与
え
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
自
国
領
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
た
め
に
、
ヨ
ー
p
ヅ
パ
の
強
国
が
イ
タ
リ
ア
に
侵
入
し
た
こ
と
の
重
大
な
歴
史
的
意
義
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
十

五
世
紀
の
、
狭
量
で
利
己
的
な
政
治
上
の
認
識
を
出
ず
、
外
国
軍
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
漁
夫
の
利
を
得
る
機
会
が
で
き
た
こ
と
を
喜

ん
だ
。
そ
の
場
そ
の
場
の
、
食
欲
な
侵
略
主
義
が
そ
の
行
動
原
理
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
い
ず
れ
と
ほ
う
も
な
い
高
い
代
価
を
支
払
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
時
が
来
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
行
為
に
憎
悪
を
感
じ
て
い
た
ミ
ラ
ノ
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
ト
ル
コ
に
た
い
し
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
攻
撃
を
そ
そ

の
か
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
と
っ
て
、
東
と
西
と
に
別
個
に
対
峙
し
て
い
た
二
つ
の
敵
は
、
実
は
背
後
で
連
動
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
前
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
一
四
九
九
年
、
前
ぶ
れ
も
な
く
ト
ル
コ
は
大
艦
隊
を
イ
オ
ニ
ア
海
に
お
く
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

は
ゾ
ン
キ
オ
で
敗
れ
、
一
二
〇
四
年
以
来
ギ
リ
シ
ア
の
工
つ
の
目
と
い
わ
れ
て
き
た
モ
ド
ン
、
コ
ロ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
要
塞
を
失
う

　
　
　
　
⑨

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
ト
ル
コ
軍
は
ダ
ル
マ
テ
ィ
ア
を
侵
し
、
ア
ド
リ
ア
海
の
奥
深
く
侵
略
し
ブ
リ
ウ
リ
を
略
奪
し
た
。
略
奪
を
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う
け
て
燃
え
る
プ
リ
ゥ
リ
の
村
あ
け
む
り
は
・
は
る
か
サ
ソ
●
マ
ル
曇
場
の
纏
の
上
か
ら
望
見
さ
れ
た
と
い
葡
キ
オ
・
ジ
・
纒
以

来
、
外
国
軍
の
侵
入
を
知
ら
な
か
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
人
の
恐
怖
は
想
像
を
超
え
る
。
戦
争
の
重
圧
に
あ
え
い
だ
彼
ら
は
、
一
五
〇
三
年
、
ア

ル
バ
ニ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
の
多
く
の
拠
点
を
放
棄
し
て
ト
ル
コ
と
和
平
を
講
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
ト
ル
コ
に
対
し
弱
気
で
あ
っ

た
の
に
反
し
、
北
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
領
土
拡
大
を
お
そ
れ
、
自
ら
も
北
イ
タ
リ
ア
の
領
土
拡
張
に
腐
心
し
た
。

　
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
行
為
は
、
自
ら
を
孤
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
富
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
嫉
妬
と
憎
悪
を
か
き
た
て
な
い
で
は
お
か
な
か

っ
た
。
あ
る
フ
ラ
ン
ス
大
使
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
こ
と
を
、
　
「
人
間
の
血
を
ひ
さ
ぐ
者
、
キ
リ
ス
ト
教
僑
仰
の
裏
切
り
者
、
暗
黙
の
う
ち
に
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

界
を
ト
ル
コ
と
山
分
け
す
る
者
」
と
非
難
し
た
。
こ
の
よ
う
な
一
般
的
敵
意
は
、
具
体
化
し
て
遂
に
一
五
〇
八
年
十
二
月
の
カ
ソ
ブ
レ
ー
同
盟

へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
、
教
会
、
独
、
仏
、
西
、
英
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
諸
国
家
、
即
ち
全
ヨ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ロ
ッ
パ
を
敵
に
ま
わ
し
て
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
一
五
〇
九
年
五
月
十
四
日
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
軍
は
ア
ニ
ャ
デ
ル
ロ
》
σ
q
湊
α
Φ
臣
。
で
フ
ラ

ン
ス
軍
の
前
に
戦
死
者
六
千
を
出
し
て
敗
北
し
た
。
三
週
間
後
パ
ド
ヴ
ァ
は
放
棄
さ
れ
、
敗
残
兵
は
ぞ
く
ぞ
く
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
撤
退
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ラ
フ
エ
ル
穿
⑬

こ
う
し
て
ト
レ
ヴ
ィ
ー
ゾ
を
除
く
本
土
領
を
失
い
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
支
配
は
海
上
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
わ
ず
か
に
そ
の
特
殊
な

地
形
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
救
っ
た
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
い
う
よ
う
に
「
も
し
こ
の
国
が
海
に
と
り
閥
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
危
う
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
の
最
後
の
日
を
迎
え
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　
一
五
〇
九
年
の
夏
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
に
と
っ
て
体
験
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
沈
痛
な
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
代
人
ジ
ロ
ラ
ー
モ
・
プ
リ

ウ
ー
リ
○
貯
○
冨
導
○
勺
同
母
目
は
そ
の
『
日
記
』
H
9
舞
臨
に
お
い
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
こ
の
よ
う
な
未
曽
有
の
蕾
難
に
あ
わ
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
っ
た
理
由
を
問
う
た
。
こ
の
よ
う
な
転
落
が
神
の
意
志
で
あ
る
こ
と
が
、
プ
リ
ウ
ー
り
や
そ
の
同
時
代
人
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
神
を
怒
ら
せ
た
も
の
は
何
か
。
第
一
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
支
配
階
級
の
度
を
す
ぎ
た
傲
漫
さ
で
あ
る
。
貴
族
は
そ
れ
以
外
の
階
級
を
侮
り
、

貴
族
の
第
一
の
義
務
で
あ
る
正
義
の
遵
守
を
忘
れ
た
。
裁
判
手
続
は
長
び
き
、
そ
の
費
用
は
か
さ
み
、
一
般
人
畏
は
裁
判
に
訴
え
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
貴
族
は
誓
い
を
破
り
、
あ
る
い
は
聖
職
禄
の
俗
人
支
配
を
敢
行
し
た
。
テ
ラ
フ
ェ
ル
マ
の
司
政
富
に
赴
任
し
た
貴
族
は
、
ぜ
い
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た
く
な
生
活
に
耽
る
一
方
で
賄
賂
を
う
け
と
っ
た
。
司
政
官
へ
の
苦
情
が
中
央
に
と
ど
い
て
も
、
親
族
友
人
が
か
ば
っ
て
、
う
や
む
や
に
ほ
う

む
っ
た
。
テ
ラ
フ
ェ
ル
マ
で
事
が
あ
れ
ば
、
罠
衆
の
不
満
は
反
乱
へ
と
爆
発
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
貴
族
は
政
務
の
秘
密

を
守
る
義
務
が
あ
っ
た
の
に
、
会
議
の
直
後
に
は
、
発
言
や
決
定
が
一
般
に
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
。

　
政
治
面
だ
け
で
な
く
、
腐
敗
は
全
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
女
子
修
道
院
の
多
く
は
い
か
が
わ
し
い
場
所
と
な
っ
て
政
府
の
高
官
が
出
入
を

し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
し
、
公
然
た
る
同
性
愛
も
こ
の
時
代
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
若
者
は
香
水
を
つ
け
婦
人
の
よ
う
な
服
装
を
し
、
元
老
院
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

員
も
こ
の
悪
習
に
耽
っ
た
。
プ
リ
ウ
ー
リ
に
と
っ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
支
配
層
の
腐
敗
が
現
在
の
絶
望
的
事
態
の
原
因
で
あ
っ
た
。
教
皇
が
ヴ

ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
敵
心
心
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
の
聖
職
禄
へ
の
貧
欲
の
た
め
で
あ
っ
た
し
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
が
防

衛
に
失
敗
し
た
の
は
、
支
配
層
の
怠
慢
な
生
活
の
た
め
で
あ
っ
た
。
安
楽
な
生
活
を
し
な
が
ら
戦
争
に
勝
つ
こ
と
を
望
む
の
は
、
も
と
も
と
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

理
な
こ
と
だ
と
プ
リ
ウ
ー
リ
は
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
逆
境
の
中
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
外
交
は
効
を
奏
し
、
そ
れ
以
降
の
情
勢
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
。
安
堵
と
繁
張
が
交

互
に
お
と
ず
れ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
時
に
教
皇
と
む
す
び
（
神
聖
同
盟
、
一
五
＝
年
）
、
反
転
し
て
フ
ラ
ン
ス
と
結
ん
だ
。
（
一
五
＝
一
年
二

月
二
三
日
）
し
か
し
一
五
一
三
年
夏
は
一
五
〇
九
年
の
再
来
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
絶
望
的
で
あ
っ
た
。
ナ
ヴ
ァ
ラ
会
戦
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
軍
撤
退

に
つ
づ
き
テ
ラ
フ
ェ
ル
マ
は
ド
イ
ツ
軍
の
手
中
に
帰
し
、
生
々
は
略
奪
さ
れ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
対
岸
の
メ
ス
ト
レ
は
焼
か
れ
た
。
サ
ソ
・
マ
ル

コ
の
鐘
楼
か
ら
こ
れ
を
眺
め
た
マ
リ
ソ
・
サ
ヌ
ー
ド
窯
錠
貯
ω
露
＆
o
に
は
、
ブ
レ
ソ
タ
川
に
沿
う
全
地
帯
が
燃
え
上
っ
て
「
血
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

赤
く
見
え
た
」
の
で
あ
る
。
サ
ヌ
ー
ド
は
、
プ
リ
ウ
ー
リ
の
四
年
後
に
、
同
じ
よ
う
な
意
見
を
の
べ
た
。
貴
族
階
級
の
怠
慢
と
（
こ
と
に
食
糧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

確
保
に
つ
い
て
）
、
火
急
の
中
で
在
来
の
優
雅
な
生
活
を
墨
守
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
を
非
難
し
た
。

　
プ
リ
ウ
ー
リ
と
い
い
サ
ヌ
ー
ド
と
い
い
、
彼
ら
の
意
見
は
同
時
代
人
の
意
見
を
反
映
す
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
敗
戦
に
い
た
っ
た
の
は
、
自

ら
採
用
し
て
き
た
政
治
路
線
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
、
そ
の
政
治
制
度
の
能
率
と
公
正
さ
に
つ
い
て
の
疑
闇
を
め
ぐ
っ

て
反
省
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
目
標
は
政
治
の
分
野
に
か
ぎ
ら
ず
、
道
義
的
、
社
会
的
な
分
野
に
も
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
一
五
〇
九
年
か
ら

7　（801）



の
カ
ン
ブ
レ
ー
同
盟
戦
争
の
危
機
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
社
会
を
す
べ
て
の
分
野
で
点
検
し
な
お
す
機
会
を
与
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ギ
ル
バ
ー
ト
閏
Φ
犀
×
O
ま
①
詳
が
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
社
会
の
混
乱
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
し
ジ
エ

あ
っ
た
。
道
徳
的
腐
敗
が
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
現
状
の
決
定
的
な
源
因
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
一
般
に
み
と
め
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
統
領

レ
オ
ナ
ル
ド
・
μ
レ
ダ
ン
い
①
o
昌
貧
α
o
b
O
お
α
露
は
大
議
会
の
演
説
の
申
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
民
が
尊
大
に
な
り
す
ぎ
た
た
め
に
、
神
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

警
告
を
発
し
て
苦
難
を
与
え
た
も
う
た
と
の
べ
た
。
そ
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
づ
き
、
道
徳
的
荒
廃
に
歯
止
め
を
か
け
る
一
連
の
取
締
り
令
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

奢
修
禁
止
令
が
う
ち
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
法
律
の
主
要
な
動
機
は
、
上
述
の
よ
う
に
神
の
怒
り
を
宥
め
る
宗
教
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

別
の
要
因
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
金
持
の
奢
修
を
放
任
し
て
お
く
と
、
大
多
数
の
住
民
の
不
満
を
誘
発
し
、
戦
闘
力
の
低
下
が
も
た

ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
奢
修
に
使
わ
れ
る
金
に
は
課
税
し
に
く
か
っ
た
の
と
、
と
く
に
公
債
を
買
う
か
わ
り
に
黄
金

や
宝
石
を
買
い
こ
ん
で
財
産
を
保
全
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
時
代
の
危
機
が
道
義
的
宗
教
的
反
省
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
プ
リ
ウ
ー
リ
や
サ
ヌ
ー
ド
の
主
題
で
あ
っ
た
が
、
政
治
や
制
度
に
お
け
る
変

革
は
ど
の
程
度
み
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
平
時
に
お
い
て
は
、
ど
の
国
家
で
も
、
日
常
の
業
務
は
形
式
化
さ
れ
た
、
儀
礼
的
な
も
の
が
大

半
で
あ
り
、
そ
の
処
理
の
テ
ン
ポ
は
の
ろ
く
、
緊
急
の
判
断
を
必
要
と
す
る
も
の
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
よ
う

に
少
数
の
人
間
に
よ
っ
て
国
家
が
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
挙
に
、
戦
争
に
よ
る
事
務
の
緊
急
化
、
複
雑
化

が
出
現
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
指
導
者
階
級
が
、
ど
れ
ほ
ど
精
神
的
に
急
激
な
変
化
を
こ
う
む
っ
た
か
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
っ

た
。
こ
の
時
代
の
記
録
は
、
少
数
の
指
導
的
人
々
の
惨
櫓
た
る
悪
戦
苦
闘
の
連
続
で
充
満
す
る
。
た
と
え
ば
避
難
民
の
聞
題
を
た
ど
っ
て
み
よ

う
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
支
配
下
に
あ
っ
た
テ
ラ
フ
ェ
ル
マ
が
同
盟
軍
に
占
領
さ
れ
る
た
び
に
、
そ
の
住
民
は
な
だ
れ
を
う
っ
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に

避
難
し
た
。
た
と
え
ば
一
五
〇
九
年
の
パ
ド
ヴ
ァ
の
住
民
の
よ
う
に
。
家
畜
を
つ
れ
た
農
民
が
街
路
に
あ
ふ
れ
、
政
府
は
彼
ら
の
居
住
区
を
手

配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
軍
事
情
勢
が
好
転
す
れ
ば
し
た
で
、
政
府
は
農
民
の
た
め
の
播
種
用
の
種
子
を
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

　
⑫つ

た
。
　
一
五
一
〇
年
に
は
、
ヴ
ィ
チ
ェ
ソ
ツ
ァ
か
ら
の
避
難
民
が
ド
イ
ツ
人
商
館
閏
。
民
ゆ
。
○
伽
魚
6
①
α
Φ
ω
。
ピ
に
収
容
さ
れ
て
い
る
。
人
口
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十六世紀ヴェネツィア史における政治意識の覚醒（永井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
過
密
に
な
り
、
衛
生
や
保
安
に
つ
い
て
憂
慮
す
べ
き
問
題
を
生
み
つ
づ
け
た
。
戦
争
に
よ
る
貿
易
の
停
止
も
緊
急
の
課
題
で
あ
っ
た
。
密
輸

の
問
題
も
手
を
う
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
海
路
の
遮
断
は
、
陸
路
に
よ
る
フ
ラ
ン
ド
ル
か
ら
の
原
毛
の
搬
入
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

な
か
っ
た
。
穀
物
不
足
は
い
う
ま
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
テ
ラ
フ
ェ
ル
マ
で
の
家
畜
の
放
棄
は
、
食
肉
の
不
足
を
ま
ね
い
た
。

　
政
府
の
緊
急
対
策
は
以
上
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
一
五
〇
八
年
の
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
二
銀
行
の
破
産
、
一
五
〇
九
年
五
月
の
ピ
サ
美
郷
銀
行
の
取

つ
け
騒
ぎ
、
一
五
一
三
年
十
一
月
ジ
戸
ラ
ー
モ
・
プ
リ
ウ
ー
リ
銀
行
の
取
つ
け
騒
ぎ
な
ど
、
そ
の
都
度
、
政
府
は
金
融
界
へ
の
介
入
を
余
儀
な

　
　
　
⑳

く
さ
れ
た
。
ま
た
政
府
自
体
の
財
政
の
悪
化
は
言
語
に
絶
す
る
。
戦
争
に
よ
る
経
済
活
動
、
と
り
わ
け
貿
易
の
停
止
は
、
通
行
税
、
通
関
税
、

売
上
税
、
政
府
建
築
物
の
賃
貸
料
な
ど
に
よ
る
収
入
を
ほ
と
ん
ど
停
止
し
て
し
ま
っ
た
。
間
接
税
の
破
綻
は
直
接
税
に
お
よ
ん
だ
。
テ
ラ
フ
ェ

ル
マ
の
土
地
所
有
者
に
課
せ
ら
れ
て
政
府
の
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
税
金
は
、
今
や
無
き
に
ひ
と
し
く
、
す
で
に
の
べ
た
「
新
公
債
」
は
破
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
、
一
五
〇
九
年
お
わ
り
に
は
「
新
々
公
債
」
蜜
。
暮
①
甥
。
註
里
日
。
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
激
減
す
る
経
済
上
の
機
会
、
減

少
す
る
収
入
と
、
莫
大
な
支
出
と
の
矛
盾
の
中
で
、
政
府
は
財
源
を
さ
が
し
出
費
を
き
り
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
役
人
俸
給

の
支
払
停
止
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
困
難
の
中
で
、
政
府
は
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
政
治
的
伝
統
を
覆
す
よ
う
な
方
向
に
ふ
み
出
し
て
い
く
。
そ
れ
は
売
官
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
五
一
〇
年
、
速
記
者
、
会
計
係
と
い
っ
た
下
級
職
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
彼
ら
は
一
定
角
筆
、
又
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
そ
の
地
位
を
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
こ
と
が
で
き
た
し
、
時
に
は
俸
給
の
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
条
件
に
し
て
、
子
孫
に
そ
の
職
を
つ
た
え
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。
同
年
、

＝
疋
額
を
政
府
に
貸
つ
け
た
貴
族
は
、
元
老
院
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
た
だ
し
、
投
票
権
は
な
い
。
）
　
一
五
一
四
年
、
二
五

歳
に
達
し
な
い
十
八
歳
以
上
の
貴
族
が
、
貸
付
を
し
て
大
議
会
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
五
一
五
年
に
国
家
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

貸
付
し
た
入
名
と
貸
付
を
断
っ
た
人
名
が
大
議
会
が
選
挙
を
は
じ
め
る
前
に
公
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
き
め
た
。
こ
の
こ
と
は
選
挙
の
結
果

を
左
右
し
た
。
以
上
の
変
革
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
政
治
綱
度
の
伝
統
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
カ
ソ
ブ
レ
ー
同
盟
戦
争
に
よ
る
危
機
は
、
指
導
老
に
敏
速
果
断
の
行
動
を
と
る
こ
と
を
強
い
た
。
と
く
に
緊
急
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事
態
は
少
数
者
の
決
断
を
要
し
た
。
こ
れ
ら
少
数
有
力
者
は
元
老
院
と
提
携
し
て
果
断
の
行
動
を
と
っ
た
が
、
大
議
会
と
の
軋
櫟
を
避
け
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
大
議
会
は
、
そ
の
本
来
の
機
能
の
多
く
が
無
視
さ
れ
る
と
い
う
危
機
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
少
数
の
指
導
者
は
高
圧

的
で
、
一
般
住
民
に
は
も
ち
ろ
ん
貴
族
に
対
し
て
も
強
引
な
指
導
が
風
に
つ
く
。
こ
の
結
果
、
元
老
院
を
地
盤
と
す
る
最
高
温
に
あ
る
貴
族
と
、

大
議
会
に
し
か
よ
り
ど
こ
ろ
の
な
い
大
多
数
の
貴
族
と
の
閥
に
、
分
裂
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
の
べ
た
プ
リ
ゥ
ー
リ
や
サ

ヌ
ー
ド
の
日
記
に
は
随
所
に
少
数
貴
族
へ
の
不
満
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
大
議
会
へ
の
出
席
率
が
明
ら
か
に
低
下
し
て
い
っ
た
。
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
大
議
会
は
重
要
な
こ
と
を
処
理
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
多
く
の
貴
族
は
わ
ざ
わ
ざ
出
席
す
る
気
が
し
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
貴
族
の
中
に
ま
で
分
裂
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
時
局
に
た
い
す
る
認
識
も
、
決
し
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

各
人
の
意
識
の
中
に
愛
国
心
と
個
人
の
利
益
の
思
惑
と
が
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
濃
淡
で
投
影
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
多
く
の
ヴ
ェ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ッ
ィ
ア
貴
族
が
「
共
和
国
を
愛
し
、
そ
れ
に
献
身
し
た
」
し
、
彼
ら
は
、
ト
ル
コ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
護
持
し
、
文
明
を
ま
も
る
た
め
に

野
蛮
と
戦
う
と
い
う
崇
高
な
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
自
ら
を
古
代
ロ
ー
マ
人
に
擬
し
た
。
軍
墓
委
員
ア
ソ
ド
レ
ー
ア
・
グ
リ
ッ
テ
ィ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

俸
給
受
領
を
断
り
、
パ
オ
ロ
・
ナ
：
二
は
そ
の
豪
華
な
パ
ド
ヴ
ァ
の
邸
宅
が
敵
に
要
塞
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
火
を
放
っ
た
。

彼
ら
は
こ
ぞ
っ
て
古
代
ロ
ー
マ
の
美
談
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
戦
争
に
は
常
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
上
述
の
よ
う
な
愛
国
心
と
は
矛
盾
し
た
、
個
人
の
安
楽
や
利
害
を
あ
け
す
け
に
求
め
る
う

ご
き
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
。
サ
ヌ
ー
ド
の
日
記
も
両
方
の
実
例
を
随
所
に
引
用
す
る
。
ド
ー
ジ
ェ
を
は
じ
め
と
す
る
有
力
貴
族
の

息
子
が
、
す
す
ん
で
従
軍
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
従
軍
す
る
と
宣
侵
し
て
お
き
な
が
ら
、
い
ざ
召
集
を
受
け
る
と
姿
を
見
せ
な
い

と
い
う
事
例
は
多
か
っ
た
。
進
ん
で
従
軍
し
た
貴
族
は
、
上
層
支
配
層
は
む
し
ろ
少
な
く
、
よ
り
貧
し
い
青
年
貴
族
が
主
体
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
尤
も
、
こ
の
こ
と
は
貧
困
貴
族
の
愛
国
心
が
強
か
っ
た
と
速
断
す
べ
き
で
は
な
く
、
軍
務
に
つ
く
こ
と
は
毎
月
き
ま
っ
た
報
酬
が
約
束

さ
れ
る
と
い
う
魅
力
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
。
一
般
に
納
税
意
欲
も
高
い
と
は
い
え
ず
、
納
入
期
限
は
し
ば
し
ば
延
長
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
議
会
で
滞
納
者
名
を
公
表
し
、
一
定
期
間
中
に
納
税
で
き
な
け
れ
ば
、
議
会
や
現
職
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
お
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ど
し
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
リ
ス
ト
の
中
に
は
、
最
も
富
裕
な
メ
ン
バ
ー
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
カ
ソ
ブ
レ
i
同
盟
戦
争
時
代
の
苛
烈
な
情
況
は
、
明
ら
か
に
当
時
の
人
び
と
の
意
識

に
重
大
な
影
響
を
与
え
な
い
で
は
お
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
数
年
間
、
彼
ら
が
遭
遇
し
た
心
労
と
骨
折
り
は
言
語
に
絶
し
た
。
伝
統
的
な
思
考
に

し
ば
ら
れ
ず
、
新
し
い
方
法
を
用
い
る
と
い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
が
生
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
カ
ソ
ブ
レ
ー
同
盟
戦
争
の
危
機
は
、
当
時
の
文
化
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
注
図
に
価
す
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
が
古
代
ロ
ー
マ
入
の
英
雄
的
故
事
に
な
ら
っ
た
の
は
、
本
心
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
戦
時
に
あ
り
が
ち
の
護
身
の
た
め
に
体

裁
を
整
え
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ギ
ル
バ
ー
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
無
意
味
に
見
え
る
現
象
で
さ

え
も
、
実
は
十
分
な
文
化
史
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
戦
争
の
影
響
を
う
け
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
中
に
古
代
ロ
；
マ
人
模
倣
の
風
潮
が
お

こ
る
と
、
政
府
は
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
人
文
主
義
研
究
の
中
心
で
あ
る
サ
ソ
・
マ
ル
コ
学
校
の
再
建
を
意
図
し
た
。
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
現

実
に
役
立
つ
教
訓
を
ロ
ー
マ
時
代
の
過
去
に
見
出
そ
う
と
す
る
人
び
と
を
側
面
か
ら
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
ヵ
ン
ブ
レ
ー
同
盟
戦

争
の
危
機
は
、
文
化
面
で
、
現
代
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
古
代
ロ
ー
マ
と
の
む
す
び
つ
き
を
促
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
当
然
、
古
代

惚
ー
マ
共
稲
政
治
と
の
対
比
に
お
い
て
、
危
機
に
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
共
和
政
を
検
討
し
、
こ
れ
を
頼
る
に
足
り
る
す
ぐ
れ
た
綱
度
で
あ
る

こ
と
を
確
信
し
、
難
局
に
対
処
す
る
と
い
う
立
場
を
生
む
。
ア
ン
ド
レ
ー
ア
・
ナ
ヴ
ァ
ジ
ェ
ロ
五
戸
脅
＄
累
碧
㊤
σ
q
霞
。
の
中
に
は
、
明
ら
か
に

共
和
意
識
の
覚
醒
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
五
一
六
年
に
は
修
史
官
が
任
命
さ
れ
、
カ
ソ
ブ
レ
ー
同
盟
戦
争
に
つ
い
て
の
記
述
を
担

当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
世
紀
前
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
と
の
戦
争
の
危
機
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
文
化
の
方
向
を
規
定
し
た
よ
う

に
、
ヵ
ソ
ブ
レ
i
岡
盟
戦
争
の
衝
撃
は
、
十
六
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
文
化
の
方
向
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
①
し
ご
．
男
巳
貯
p
9
§
恥
§
蕊
9
§
碇
恥
§
寒
恥
壽
ミ
畿
§
い
肉
§
§
ミ
》
U
o
巳
8
噛
　
　
②
切
。
蝿
宅
。
。
ヨ
9
層
魯
．
ミ
ニ
や
8
噂

　
　
お
㊦
c
。
’
℃
。
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
囲
ρ
U
ρ
・
ロ
ρ
壽
ミ
聴
§
ミ
ミ
防
馬
ミ
い
♪
切
銑
鉱
導
霞
ρ
お
①
9
℃
℃
．
ε
1
罫
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④
ρ
い
壽
冨
露
ρ
惣
ミ
ミ
象
。
嚇
§
ミ
ミ
熱
憲
蕊
恥
智
§
N
ミ
象
畑
k
民
器
8
N
o
”

　
＜
¢
ロ
Φ
N
凶
P
お
勲
層
℃
や
ト
ニ
膳
の
1
悼
蔭
メ

　
ど
”
置
ρ
O
㌧
。
9
覧
こ
℃
℃
噸
刈
c
Q
I
c
◎
Q
。
．

⑥
拙
稿
「
十
六
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
史
の
評
価
」
『
文
化
学
年
報
』
第
十
四
輯
昭

　
和
四
十
年
参
照
。
　
o
搾
国
・
ゆ
冨
鼠
露
．
、
ピ
四
話
霞
0
8
p
o
巨
o
p
蝕
く
窪
o
N
猷

　
口
。
う
一
器
O
O
ざ
メ
く
H
．
い
陣
ロ
　
ト
騒
　
O
皆
口
書
　
壽
蕊
馬
無
§
§
恥
職
肉
薄
ミ
向
鼠
と
N
蝕
職
O
層

　
男
囚
。
昌
N
ρ
H
り
㎝
o
◎
鯖
娼
や
。
◎
躰
あ
q
・
O
搾
．
℃
巳
昼
ジ
陶
蝋
さ
§
蕊
勺
。
ミ
§
潟
ミ
W
ミ
や

　
砺
§
N
題
壽
ミ
題
吻
℃
や
H
α
I
H
刈
辱
漕
…
水
贋
一
郎
他
「
近
世
初
頭
の
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
ー

経
済
と
海
運
1
」
『
史
潮
臨
新
三
号
昭
和
五
三
年
参
照
。

⑥
　
拙
稿
「
ル
ネ
サ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
の
崩
壊
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」
　
『
イ
タ
リ

　
ア
学
会
誌
』
第
二
号
昭
和
二
十
八
年
参
照
。

⑦
い
導
ρ
愚
．
ミ
r
や
。
。
企

⑧
即
O
①
。
・
ω
同
噛
9
ミ
ミ
§
煽
ミ
葡
愚
さ
ミ
ミ
ミ
贋
書
§
3
鐸
竃
算
毬
p
同
8
。
。
、

　
や
器
蹟
●

　
司
．
ω
o
昌
㊦
o
ρ
魑
引
　
蕊
無
＆
恥
㌧
窺
特
＆
衛
帖
ミ
琶
自
℃
p
島
O
く
ゆ
℃
δ
①
N
℃
霧
弘
誓
■

⑨
　
び
9
謬
ρ
壽
黒
ミ
リ
這
罫
憶
ミ
鳶
嚇
馬
陶
馬
憶
“
ミ
賞
切
鉱
菖
日
。
器
．
ぢ
お
”
℃
■
b
っ
醤
．

⑩
さ
ミ
■

⑪
切
8
壽
§
勲
愚
し
鈍
や
り
。
。
．

⑫
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
が
こ
れ
に
参
加
し
た
の
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
帝
国
か
ら

　
ゴ
リ
ッ
ィ
ア
、
ト
リ
エ
ス
テ
、
ポ
ル
デ
ノ
ー
ネ
、
フ
ィ
ウ
メ
を
奪
い
、
ヴ
ェ
ロ
ー

　
ナ
と
パ
ド
ヴ
ァ
で
の
帝
國
の
権
益
を
無
視
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
ロ
ー
マ
で
の
戴

　
冠
式
に
む
か
う
皇
帝
の
通
過
を
妨
害
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ

　
十
二
世
の
加
盟
は
、
北
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
両
国
の
対
立
に
よ
る
。
ス
ペ
イ
ン
王

　
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
の
加
盟
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
ナ
ポ
リ
王
国
か
ら
オ
ト
ラ
ン
ト
や

　
ブ
リ
ン
デ
ィ
シ
な
ど
を
奪
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
教
皇
ユ
リ
ウ
ス
の
加
盟
は
、
ヴ
ェ

　
ネ
ツ
ィ
ア
が
ロ
マ
ー
ニ
ャ
譲
渡
を
拒
否
し
、
教
皇
領
で
あ
る
フ
ェ
ル
ラ
ー
ラ
を
奪

　
お
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

⑬
ρ
罫
｝
身
”
．
．
同
冨
H
量
霧
δ
蕊
。
h
三
二
落
．
、
”
§
§
審
電
O
§
§
ミ
鷺

　
§
恥
ミ
匿
窪
職
O
遂
輔
押
O
ρ
旨
び
凱
α
σ
q
ρ
お
零
噛
℃
や
Q
。
α
O
I
ω
①
伊

　
　
男
O
げ
ρ
げ
0
9
．
、
＜
o
昌
O
N
冨
ロ
①
臨
2
。
℃
o
出
鉱
O
p
搾
餌
獄
ρ
切
餌
Φ
縣
O
肩
。
唱
。
餌
噺
9

　
0
貯
ρ
自
0
8
暮
O
、
、
ぎ
ト
営
門
ミ
N
ミ
竃
ミ
無
§
§
§
N
肉
§
駐
9
§
馬
ミ
P
屑
一
話
口
N
ρ

　
お
α
o
◎
勉
や
や
ト
。
↓
1
綬
。

⑭
客
鍔
四
。
目
撃
。
年
ミ
詮
ミ
恥
評
H
目
ω
ρ

⑮
ρ
臨
画
巳
詑
N
窯
ミ
職
君
門
ミ
触
§
N
ミ
勘
ミ
N
§
の
ミ
養
ミ
聲
8
ヨ
。
メ
×
囲
く
吻

　
℃
℃
●
b
o
り
1
蒔
伊
℃
℃
■
b
o
O
①
ー
ド

　
ピ
ρ
口
ρ
さ
ミ
驚
陶
猷
§
畿
欺
唱
N
Φ
訪
馬
麿
さ
隷
⑨
娼
．
N
膳
野

⑯
網
9
同
σ
①
昼
．
．
＜
①
甑
8
営
夢
Φ
O
冨
尻
。
｛
鋳
。
U
。
p
σ
Q
g
。
h
9
語
訂
鉱
、
．
り

　
ぎ
陶
§
鼠
鴇
§
ε
馬
壽
ミ
ミ
”
0
9
げ
団
轡
涛
’
国
騨
δ
層
冒
。
旗
雲
o
P
お
謎
”
℃
や
b
。
“
G
◎
I

　
b
⊃
刈
Φ
．

⑰
℃
に
昌
匂
。
》
ミ
”
や
瞳
■

⑱
ッ
角
．
Q
Q
霞
鼠
ρ
N
U
馬
ミ
蝕
Φ
P
9
図
．
国
巳
旦
α
。
。
く
。
一
ω
層
く
¢
器
』
p
蕊
刈
㌣

　
お
O
Q
。
願
器
や
軸
索
戸
区
く
目
H
嚇
℃
■
ド
O
P

⑲
§
野
腿
隆
幹

⑳
O
謬
¢
昌
愚
．
翫
計
℃
』
刈
。
。
．

　
　
ω
嘗
鼠
。
に
お
け
る
ロ
レ
ダ
ン
の
演
説
は
左
を
参
照
。

　
H
メ
輸
や
置
潮
鴇
図
く
同
や
偽
刈
P
℃
．
藤
G
Q
9
除
く
置
℃
■
H
日
P
や
漣
9

⑳
　
衣
服
、
家
屋
、
祭
り
を
対
象
と
す
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
透
け
て
見
え
る
生

　
地
や
レ
ー
ス
地
の
使
用
禁
止
。
婦
人
の
髪
に
つ
け
る
真
珠
は
百
ド
ゥ
カ
ー
ト
を
超

　
え
て
は
な
ら
ぬ
。
金
糸
、
銀
糸
の
使
用
禁
止
。
一
つ
の
部
室
の
装
飾
は
一
五
〇
ド

　
ゥ
カ
ー
ト
が
限
度
。
そ
の
他
結
婚
式
披
露
宴
の
細
か
い
規
綱
。
o
h
罰
○
嵩
げ
⑦
容
い

　
o
》
駄
卦
や
N
『
ρ

＠
o
。
磐
＆
p
H
〆
℃
』
轟
　
⑬
§
罫
罎
藍
島
」
鵯
占
芦

⑳
U
蕾
鑓
簿
p
。
》
ミ
こ
や
ト
。
心
。
。
・

㊧
　
ω
p
謬
自
山
P
区
く
押
や
忠
Q
。
亀
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十六tu：紀ヴェネツィア史における政治意識の覚醒（永井）

⑯
　
O
鵠
σ
o
誌
讐
。
》
亀
卦
唱
■
卜
o
Q
。
同
．

＠
凡
ミ
野
噂
．
悼
G
。
。
。
■

⑱
。
囲
同
こ
O
．
O
。
N
N
凶
層
、
．
〉
β
芸
9
蔓
気
重
夢
⑦
鯉
毒
言
国
①
毒
博
ω
ω
雪
羨
く
。
三
8
．
、
噛

　
一
p
需
籍
ミ
画
塁
§
罵
恥
壽
醤
門
馬
．

⑳
o
り
雪
琶
ρ
×
×
押
℃
℃
．
爵
ω
ム
ト
。
越
・

⑳
　
○
¢
σ
o
昼
。
特
職
譜
や
b
⊃
。
。
①
・

三
　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
思
想

⑳
津
貯
拝
。
》
ミ
層
℃
』
刈
ρ
や
b
。
。
。
卜
。
．

⑫
　
O
牒
ぴ
巽
戸
。
賢
驚
譜
マ
ト
。
Q
。
メ

⑯
　
英
雄
的
ふ
る
ま
い
の
例
。
ω
帥
罠
益
ρ
〆
目
H
噂
や
⇔
。
刈
Q
。
叫
区
く
μ
ミ
ω
・
反
対
の
例
。

　
の
零
＝
伽
P
〈
H
H
層
℃
・
塾
。
＄
…
メ
H
目
層
℃
■
零
O
旧
メ
く
隅
噛
や
δ
P
や
ド
H
ド

⑭
○
＝
σ
①
昼
愚
■
ミ
こ
や
b
。
8
。

　
前
章
で
は
、
ヵ
ソ
ブ
レ
ー
同
盟
戦
争
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
社
会
と
文
化
に
、
ま
た
そ
の
支
配
階
級
に
ど
れ
ほ
ど
深
刻
な
影
響
を
あ
た
え
る
も

の
で
あ
っ
た
か
を
見
た
。
本
章
で
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
思
想
の
情
況
を
な
が
め
て
見
よ
う
。

　
十
六
世
紀
の
は
じ
め
に
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
古
典
ギ
リ
シ
ア
研
究
に
関
し
て
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

人
文
主
義
者
の
仕
事
は
、
地
道
な
テ
キ
ス
ト
作
成
の
フ
ィ
勢
門
ジ
カ
ル
な
研
究
で
あ
っ
た
。
十
五
世
紀
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
稀
書
の
古
典
マ
ニ

ス
ク
リ
プ
ト
蒐
集
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
十
六
世
紀
当
初
の
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
、
テ
キ
ス
ト
編
輯
が
中
心
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

周
到
な
注
釈
を
つ
け
た
り
、
正
確
な
綴
り
を
指
摘
し
た
り
、
文
法
書
や
辞
書
類
を
編
輯
す
る
こ
と
が
主
体
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア

の
学
問
は
、
情
報
の
た
め
の
情
報
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
批
判
と
か
考
察
と
い
う
よ
り
は
、
編
輯
が
主
体
で
あ
っ
た
と
い
っ

　
　
①

て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
思
想
界
に
く
ら
べ
て
、
思
想
性
が
希
薄
で
深
さ
に
欠
け
る
と
い
う
批
判
に
つ
ら
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ほ
ど
学
問
研
究
の
た
め
の
制
度
ま
た
は
条
件
が
整
備
さ
れ
て
い
た
処
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
十
六
世
紀
も
進
む
に

つ
れ
て
、
こ
の
便
利
良
さ
は
、
雑
学
的
で
古
物
愛
好
趣
味
の
中
で
瓦
解
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
学
問
研
究
の
概
念
は
、
人
文
主
義
研
究
と
哲
学
研
究
の
二
分
野
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
人
文
主
義
は
、
文
法
、
修

辞
、
詩
、
道
徳
哲
学
、
歴
史
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
道
徳
哲
学
は
こ
れ
と
い
っ
た
体
系
は
な
く
、
修
辞
学
と
む
す
び
つ
き
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
だ
け
で
な
く
プ
ラ
ト
ン
と
関
係
が
強
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
人
文
主
義
に
属
す
る
道
徳
哲
学
は
、
別
の
分
野
で
あ
る
自
然
哲
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学
や
論
理
学
、
形
而
上
学
な
ど
を
ふ
く
む
哲
学
と
は
明
確
に
区
捌
さ
れ
る
。
後
者
、
す
な
わ
ち
暫
学
の
体
系
は
い
う
ま
で
も
な
く
ア
リ
ス
ト
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
②

レ
ス
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
入
文
主
義
と
哲
学
と
の
問
の
理
論
上
の
区
分
は
、
実
際
に
は
次
第
に
あ
い
ま
い
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

と
い
う
の
は
十
五
世
紀
の
は
じ
め
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
で
は
一
般
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
に
人
文
主
義
の
古
典
学
の
技
術
と
見
解
を
適
用
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
パ
ド
ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
い
て
、
上
記
の
両
分
野
の
総
合
が
最
高
潮
に
達
し
た
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
両
分
野
の
総
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
教
育
制
度
に
お
い
て
は
、
人
文
主
義
と
暫
学
と
の
間
に
は
明
確
な
分
担
が

あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
で
は
、
公
立
学
校
と
し
て
二
つ
の
教
育
機
関
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
り
ア
ル
ト
の
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

学
校
と
、
サ
ン
・
マ
ル
ロ
の
人
文
主
義
の
学
校
で
あ
る
。
論
理
学
と
自
然
哲
学
と
を
教
え
た
り
ア
ル
ト
学
校
は
、
ブ
ラ
ソ
カ
に
し
た
が
え
ば
、

一
三
六
七
年
に
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
と
人
文
主
義
と
を
攻
撃
し
た
四
人
の
ア
ヴ
ェ
ロ
イ
ス
ト
の
ひ
と
り
ト
ー
マ
・
タ
レ
ソ
テ
ィ
6
0
ヨ
帥
8
舘
①
昌
江
の

遺
産
と
遺
志
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
学
校
は
伝
統
的
に
強
い
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
傾
向
を
も
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
の
は
当
然
で
あ
る
。
リ
ア
ル
ト
の
哲
学
学
校
に
た
い
し
て
、
サ
ソ
・
マ
ル
コ
学
校
は
あ
き
ら
か
に
実
際
上
の
必
要
か
ら
設
立
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
各
地
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
お
け
る
人
文
主
義
研
究
の
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
。

大
議
会
の
書
記
の
多
く
は
、
貴
族
以
外
の
市
民
、
即
ち
中
産
階
級
Ω
零
㊤
＆
凱
○
昌
σ
q
貯
三
夕
が
そ
の
責
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
青
年
に
文
法
と
修
辞
学
を
授
け
る
場
所
と
し
て
、
サ
ソ
・
マ
ル
コ
学
校
が
一
四
五
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
学

校
は
古
典
文
学
と
道
徳
哲
学
の
教
授
に
む
け
ら
れ
、
強
い
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
傾
向
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
学
校
の
革
新
的
役
割
は
、
一
四
六
八

年
五
月
十
三
日
枢
機
卿
ベ
ッ
サ
リ
オ
ン
に
よ
る
サ
ン
・
マ
ル
コ
の
バ
ジ
リ
カ
へ
の
図
書
の
寄
贈
と
あ
い
ま
っ
て
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
図
書
館
は
、
当
分
の
間
は
十
分
に
活
用
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
が
、
こ
の
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
文
化
を
特
微
づ
け
る
。
そ
れ
は
西
と

東
の
世
界
の
接
点
、
ギ
リ
シ
ア
と
ラ
テ
ン
の
文
化
の
結
合
を
意
味
す
ε
も
の
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
人
文
主
義
が
絶
頂
に
達
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
当
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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さ
て
リ
ア
ル
ト
学
校
は
、
十
五
世
紀
中
ご
ろ
大
学
に
発
展
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
昇
格
の
希
望
は
十
人
会
の
意
向
の
も
と
で

阻
止
さ
れ
る
。
十
人
会
は
明
ら
か
に
、
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
を
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
共
和
国
の
唯
一
の
国
立
大
学
と
し
て
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
望
ん
で

　
　
　
　
　
　
⑨

い
た
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
人
は
、
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
以
外
の
大
学
に
学
ん
だ
り
学
位
を
と
っ
た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で

　
⑩

あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
貴
族
が
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
卒
業
生
で
あ
る
こ
と
の
重
要
な
意
味
は
、
後
で
ふ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に

お
け
る
人
文
主
義
の
発
展
は
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
大
学
の
名
声
は
、
実
は
法
学
、
暫
学
と
く
に
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
哲
学
、
自
然
哲
学
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

　
以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
思
想
界
や
教
育
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ
分
担
範
囲
が
き
め
ら
れ
て
お
り
、
制
度
的
に
進
ん
で
い

た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
メ
デ
ィ
チ
、
ナ
ポ
リ
の
ア
ラ
ゴ
ン
、
ミ
ラ
ノ
の
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
、
教
皇
庁
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

み
ら
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
サ
ー
ク
ル
と
は
類
を
異
に
す
る
。
各
国
家
の
サ
ー
ク
ル
は
、
書
記
局
の
官
吏
又
は
官
廷
内
の
廷
臣
と
の
聞
に
密
接

な
連
関
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
文
主
義
の
サ
ー
ク
ル
の
り
ー
ダ
ー
は
、
同
時
に
書
記
官
長
O
き
8
陛
①
掃
の
職
に
あ
り
、
同

時
に
メ
デ
ィ
チ
家
の
ブ
レ
イ
ン
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
彼
ら
の
学
問
・
思
想
は
バ
ト
ロ
ソ
で
あ
る
支
配
権
力
に
従
属
し
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
、
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
い
て
は
、
貴
族
は
国
家
権
力
に
従
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
個
人
の
権
力
者
に
従
属
す
る
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
彼
ら
は
物
質

的
に
も
精
神
的
に
も
独
立
し
て
い
た
。

　
彼
ら
に
と
っ
て
公
共
の
奉
仕
が
第
｝
で
あ
っ
て
、
文
学
活
動
、
哲
学
活
動
は
二
の
次
で
あ
っ
た
。
即
ち
本
園
に
お
い
て
国
家
の
政
治
に
参
加

す
る
か
、
国
外
に
お
い
て
は
外
交
使
飾
と
し
て
の
任
務
を
果
す
こ
と
が
第
一
で
あ
っ
て
、
そ
の
残
余
の
時
間
を
人
文
主
義
な
り
哲
学
の
研
究
に

あ
て
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
文
学
的
洗
練
に
お
い
て
は
他
の
イ
タ
リ
ア
都
市
の
知
識
人
グ
ル
ー
プ
に
劣
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
生
活
と
学
問

と
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
、
人
間
に
つ
い
て
の
よ
り
現
実
的
理
解
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
は
一
歩
長
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
十
五
世
紀
終
り
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
文
主
義
は
三
人
の
偉
大
な
師
、
ジ
ェ
ρ
ラ
ー
モ
・
ド
ナ
○
興
○
歩
旨
o
U
8
帥
ベ
ル
ナ
ル
ド

・
ベ
ン
ボ
切
興
ロ
霞
α
o
切
Φ
臼
び
。
エ
ル
モ
ラ
ー
オ
・
バ
ル
パ
㍑
国
鴎
日
。
冨
。
切
出
び
鴛
。
を
生
む
。
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⑫

　
エ
ル
モ
ラ
ー
オ
・
パ
ル
バ
ロ
（
一
四
五
五
－
九
三
）
は
そ
の
祖
父
で
あ
り
、
著
名
な
人
文
主
義
者
、
政
治
家
、
軍
人
で
も
あ
っ
た
フ
ラ
ン
チ
ェ

ス
コ
と
同
じ
よ
う
な
方
向
を
た
ど
っ
た
。
パ
ド
ヴ
ァ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
講
じ
た
後
（
七
四
－
九
）
、
八
三
年
に
は
元
老
院
議
員
、
翌
年
に
は

パ
ド
ヴ
ァ
で
ギ
リ
シ
ア
文
学
を
講
じ
た
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
仕
事
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
作
品
を
翻
訳
し
注
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

時
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
多
く
の
誤
り
を
訂
正
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
　
「
自
然
科
学
と
人
文
学
と
の
閾
の
調
和
を
回
復
」
す
る
こ

と
を
決
意
し
た
。
こ
れ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
最
も
注
目
す
べ
き
学
問
傾
向
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
精
神
の
世
界
を
自
然
の
世
界
か
ら
分
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
と
は
不
条
理
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
然
科
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
り
、
実
験
的
方
法
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
神
と
人
間
の
知
識

か
ら
自
然
科
学
を
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
信
じ
る
一
方
、
偽
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
の
科
学
主
義
の
独
善
も
許
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
パ
ル
バ
ロ
に
代
表
さ
れ
る
十
五
世
紀
宋
の
人
文
主
義
は
、
イ
タ
リ
ア
の
他
の
地
方
に
は
兇
ら
れ
な
か
っ
た
、
新

し
い
傾
向
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ヵ
ソ
ブ
レ
i
同
盟
戦
争
後
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
思
想
界
の
貴
重
な

礎
石
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
現
在
ウ
ィ
…
ソ
の
美
術
史
博
物
館
に
あ
る
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ
の
「
三
人
の
哲
学
者
」
は
、
こ
の
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
人
文
主
義
と
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
を
象
徴
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
テ
ー
マ
の
決
定
的
な
解
釈
は
依
然
と
し
て
謎
で
あ
る
。
画
面
右
半
分
に
、

右
か
ら
髭
を
生
し
た
修
道
士
風
の
老
人
、
東
方
風
の
中
年
の
人
物
が
背
景
の
自
然
に
背
を
向
け
て
立
つ
。
そ
の
左
手
に
坐
っ
て
背
景
の
自
然
に

眼
を
向
け
て
い
る
青
年
は
手
に
三
角
定
規
と
コ
ン
パ
ス
を
持
つ
。
こ
の
不
可
解
な
構
図
は
さ
ま
ざ
ま
の
解
釈
を
生
ん
だ
。
ナ
ル
デ
ィ
切
兎
馬
。

堵
震
蝕
は
老
人
を
プ
ト
レ
ミ
、
東
方
風
の
人
物
を
ア
ラ
ビ
ア
の
天
文
学
老
か
数
学
者
の
誰
か
、
青
年
を
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
で
は
な
い
か
と
推
測
し

た
。
し
か
し
、
思
想
史
的
に
い
ち
ば
ん
深
い
洞
察
は
、
ロ
ー
ガ
ソ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
フ
ェ
ル
リ
グ
ー
ト
》
崔
鉱
儀
。
団
①
鼠
σ
q
暮
○
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
人
の
異
っ
た
世
代
の
人
物
は
、
た
ぶ
ん
、
パ
ド
ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
三
つ
の
世
代
の
哲
学
的
傾
向
を
暗

示
す
る
の
か
も
し
れ
ぬ
。
一
四
七
五
年
か
ら
一
五
二
五
年
の
約
五
〇
年
産
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
哲
学
的
環
境
は
急
速
な
変
化
を
と
げ
た
。
フ
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エ
ル
リ
グ
ー
ト
は
、
三
人
の
人
物
は
そ
れ
ぞ
れ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
き
び
し
い
顔
つ
き
の
髭
を
生
し
た
老
人
は
、

神
学
化
し
た
ス
コ
ラ
的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
あ
り
、
東
方
風
の
人
物
は
ア
ラ
ビ
ア
に
起
源
を
も
つ
ア
ヴ
ェ
ロ
ィ
ス
主
義
者
で
あ
る
と
す

る
。
こ
れ
ら
二
人
の
人
物
が
自
然
に
背
を
向
け
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
優
雅
な
ギ
リ
シ
ア
風
の
青
年
は
背
景
の
自
然
を
静
か
に
見
つ
め
て
い

る
。
こ
の
青
年
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
を
再
発
見
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
、
わ
け
て
も
エ
ル
モ
ラ
ー
オ
・
バ
ル
バ
ロ
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
る
思
想
を
表
す
ら
し
い
。
そ
れ
は
上
述
の
よ
う
に
自
然
世
界
に
向
け
ら
れ
た
象
微
で
あ
る
。
フ
ェ
ル
リ
グ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
青
年
の
顔
は
、

同
時
代
の
肖
像
画
か
ら
推
し
て
、
パ
ル
バ
ロ
の
表
現
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
青
年
の
ま
と
っ
て
い
る
緑
色
の
マ
ン
ト
は
ア
キ
レ
イ
ア
の
若
い

司
教
の
身
分
を
表
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
教
会
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
緑
は
、
希
望
の
色
で
あ
る
と
同
時
に
、
と
り
わ
け
司
教
の
色
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
以
上
の
考
え
は
全
く
の
仮
説
で
は
あ
る
が
、
そ
の
比
喩
が
エ
ル
モ
ラ
二
士
・
バ
ル
バ
ロ
と
そ
の
学
派
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
の
確
率
は
決
し

て
低
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
人
文
主
義
は
、
他
の
地
方
の
よ
う
に
単
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
へ
の
ア
ン
テ
ィ

テ
ー
ゼ
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
人
文
主
義
を
む
す
び
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
、
ギ
リ

シ
ア
語
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
を
直
接
掘
り
お
こ
し
、
中
世
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
注
釈
か
ら
解
き
放
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
古
代
思
想
そ
の
も
の
の
文
脈
の
中
で
、
正
確
に
ギ
リ
シ
ア
思
想
を
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い
て
、
倫

理
、
政
治
、
詩
、
経
済
そ
し
て
科
学
に
よ
り
は
ば
の
広
い
注
目
が
注
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
百
科
全
書
的
哲
学
者
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
人
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
回
復
し
た
の
は
、
と
り
わ
け
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
功
績
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
人
が
こ
の
こ
と
を
成
し
と
げ
た
の
は
、
十
五
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
古
代
思
想
全
般
に
わ
た
る
広
い
知
識
の
た
ま
も
の
で
あ
っ
た
。

　
か
つ
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
に
よ
る
科
学
が
不
毛
に
お
ち
い
っ
て
い
た
と
き
に
、
エ
ル
モ
ラ
ー
オ
・
パ
ル
バ
ロ
に
よ
っ
て
広
範
囲
な
自

然
探
究
に
む
け
ら
れ
、
ア
ラ
ビ
ア
や
中
世
の
注
釈
に
依
拠
す
る
危
険
を
脱
し
て
、
文
学
的
に
も
哲
学
的
に
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
文
の
正
確

で
よ
り
深
い
理
解
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
く
に
自
然
世
界
の
探
究
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
外
界
の
忠
実
な
観
察
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
自
然
界
に
か
ぎ
ら
ず
人
間
社
会
へ
の
冷
静
な

観
察
に
も
つ
な
が
る
。
人
間
の
観
察
へ
の
省
察
と
、
外
界
へ
の
観
察
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
存
在
し
、
ほ
と
ん
ど
か
か
わ
り
を
も
た
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
に
な
っ
て
、
人
間
の
内
面
の
真
実
と
外
部
の
世
界
と
は
柔
軟
な
関
連
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
十
五
世
紀
か
ら
十

六
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
知
識
人
は
新
し
い
意
識
の
世
界
へ
と
ふ
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
今
や
現
実
は
重
み
を
ま
し
、
社
会
に
た
い
す
る
認
識
は
よ
り
現
実
的
具
体
的
と
な
っ
て
い
く
。
本
稿
で
と
り
あ
つ
か
う
十
六
世
紀
当
初
の
政

治
意
識
の
覚
醒
は
、
以
上
の
べ
た
意
識
の
拡
大
に
負
う
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

①
ρ
い
。
σ
q
き
㌧
Ω
ミ
ミ
恥
§
載
砺
。
§
ミ
§
§
ミ
ミ
㎏
ミ
㌣
N
遮
9
冒
Q
口
α
o
P

お
鳶
噛
℃
¶
①
鈴

②
　
＆
ミ
い
℃
や
α
c
。
ふ
り
．

③
き
ミ
曽
や
＄
■

④
¢
裟
p
a
押
．
、
ピ
騨
ω
窪
。
げ
象
田
巴
ε
Φ
一
、
‘
導
霞
Φ
獣
諺
。
話
⇒
o
臥
弩
。
、
．
ぎ

　
9
鳩
§
§
帖
ミ
。
蜂
ミ
愚
8
恥
9
㌔
§
§
帖
§
o
隷
謹
賦
騎
り
い
Q
層
雲
お
嵩
ρ
這
①
ω
噂
冨
ω
ω
一
琴

⑥
〈
・
桑
門
毬
8
り
、
、
目
同
日
。
ド
。
切
壁
）
錠
。
撃
畠
い
暮
o
ρ
ロ
ρ
ヰ
門
0
8
暮
。
＜
③
器
賦
き

　
国
自
筥
弓
富
母
、
、
貯
淘
§
ミ
跨
§
ミ
隷
噛
§
馬
層
膨
緯
ρ

　
な
お
、
ロ
ー
ガ
ン
は
｝
四
〇
八
年
の
剣
立
と
す
る
。

⑥
い
。
σ
q
磐
噂
。
》
駄
譜
賢
8
。

⑦
趨
ミ
”
や
器
．

⑧
切
同
霧
＄
嚇
落
■
§
こ
や
器
ρ

⑨
い
。
σ
q
p
ジ
。
》
黛
譜
℃
●
8
．

⑩
§
斜
唱
■
臨
き

四
　
ガ
ス
パ
ー
口
・
コ
ン
タ
リ
ー
二
の
選
択

＠
犀
§
。
ρ
。
賢
ミ
”
や
鎗
。
。
■

⑫
そ
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、

　
切
影
目
8
、
．
．
国
門
旨
。
ざ
。
し
d
ρ
皆
碧
o
o
い
．
q
日
僧
ロ
Φ
ω
諄
昌
。
〈
o
謬
①
N
巡
嵩
。
．
、
”
貯

　
q
謹
§
蕊
ぎ
。
鵜
ミ
。
管
。
偽
奪
高
§
§
軌
ミ
。
寄
謹
無
ミ
軸
P
屑
一
お
嵩
ρ
這
＄
”
℃
や

　
一
Φ
直
I
H
Φ
伊

⑬
一
四
八
○
年
の
発
言
。

　
鵠
『
器
8
り
、
．
委
し
d
鴛
冨
H
o
霧
甘
い
暮
Φ
ρ
琶
け
叶
δ
8
暮
。
嬉
犀
ヨ
毬
誘
ヨ
こ
”
噂
■
B
圃
■

⑭
§
3
や
器
。
。
．

⑮
辻
茂
『
詩
想
の
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
コ
ー
ネ
』
新
潮
往
一
〇
三
一
＝
○
ペ
ー
ジ

　
は
今
世
紀
に
お
け
る
十
の
解
　
駅
を
紹
介
す
る
。

⑩
鋭
司
。
良
α
q
昌
ρ
渓
ミ
§
§
ミ
§
ミ
豊
ミ
Q
§
硲
凡
§
恥
b
塁
仲
曾
坤
窪
。
ρ
δ
ω
。
。
℃

　
噂
や
露
占
8
．

　
フ
ェ
ル
リ
グ
ー
ト
の
見
解
は
ロ
ー
ガ
ン
『
上
掲
書
』
八
○
！
八
一
頁
に
依
っ
た
。
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今
日
に
お
い
て
も
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
は
、
す
ぐ
れ
た
政
治
糊
度
、
公
平
な
法
の
執
行
、
思
想
と
表
現
の
自
由
、
貴
族
の
国
家
へ
の
献



十六世紀ヴェネツィア史における政治意識の覚醒（永井）

身
、
温
和
な
人
民
、
活
発
な
経
済
活
動
、
行
届
い
た
社
会
政
策
等
に
よ
っ
て
、
千
年
以
上
永
続
し
た
歴
史
上
類
を
見
な
い
理
想
の
共
和
国
と
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

価
さ
れ
る
。
こ
れ
を
現
代
の
歴
史
家
は
「
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
神
話
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
政
治
思
想
に
お
け
る
政
体
の
規
範
と
し
て
の
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
共
和
国
の
評
価
が
高
ま
っ
た
の
は
、
皮
肉
に
も
、
第
二
章
で
の
べ

た
カ
ン
ブ
レ
ー
同
盟
戦
争
の
悲
惨
な
体
験
を
経
た
後
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
無
敵
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
い
だ
い

て
き
た
。
し
か
し
、
完
全
な
政
治
制
度
、
神
意
に
よ
る
心
土
の
拡
張
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、
外
国
の
脅
威
か
ら
常
に
安
全
で
あ
る
と
い
う
確
信
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
時
期
に
突
如
瓦
解
す
る
。
幸
に
し
て
巧
妙
な
外
交
処
理
は
、
一
五
一
五
年
ま
で
に
失
地
の
大
半
を
回
復
す
る
こ
と
を
．
司
能
に
し
た
が
、
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
に
と
っ
て
、
自
ら
を
無
敵
と
考
え
た
以
前
の
確
信
は
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
自
ら
が
真
の
伝
統
か
ら
外
れ

て
い
な
い
か
を
検
討
し
は
じ
め
、
理
想
の
政
治
社
会
と
し
て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ァ
共
和
国
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
神
話
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
威
信
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
運
動
の
に
な
い
手
と
な
る
の
が
、
ア
ン
ド
レ
ー
ア
・
ナ
ヴ
ァ
ジ
ェ
ロ
》
昌
曾
Φ
㊤
乞
勲
ぐ
餌
σ
q
興
。
、
ガ
ス
パ
ー
ロ
・
コ
ソ
タ
リ
ー
二
〇
器
℃
葭
o

O
O
馨
暮
。
ユ
巳
、
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
エ
ニ
ャ
ツ
ィ
オ
○
㌶
日
ぴ
鉾
田
簿
ρ
国
σ
q
鐸
騨
巴
。
、
ア
ン
ド
レ
ー
ア
・
モ
チ
ェ
ニ
ー
ゴ
跨
づ
ロ
H
Φ
轡
竃
o
o
Φ
甑
σ
q
O

　
　
③

で
あ
る
。
わ
け
て
も
ガ
ス
パ
三
四
・
コ
ソ
タ
リ
ー
二
に
よ
る
『
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
行
政
官
と
共
和
国
』
O
①
ヨ
騨
σ
Q
露
点
鉱
9
。
。
卑
器
も
信
芭
8
ρ

ぐ
⑦
昌
①
8
嵩
ヨ
は
、
イ
タ
リ
ア
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
に
翻
訳
さ
れ
て
、
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
に
深
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
本

章
で
は
、
コ
ソ
タ
リ
ー
二
の
中
で
政
治
へ
の
指
向
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
れ
が
当
時
の
社
会
や
思
想
と
ど
の
よ
う
な
結
び

つ
き
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
さ
て
、
公
職
に
就
任
し
共
同
体
の
た
め
に
積
極
的
に
奉
仕
す
る
行
動
的
生
活
く
騨
螢
暮
臨
く
卑
と
、
世
俗
か
ら
離
れ
て
体
配
的
あ
る
い
は
学
問

的
な
瞑
想
に
ふ
け
る
生
活
く
詳
ρ
8
暮
①
ヨ
寡
暮
貯
勲
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
と
い
う
問
題
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
繰
返
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ

で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
他
の
国
家
と
ち
が
っ
て
、
こ
の
論
争
に
そ
れ
な
り
の
結
論
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
た
唯
一
の
国
家

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
大
議
会
渚
9
σ
q
σ
q
δ
H
O
。
切
忽
σ
q
一
ご
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
二
五
歳
以
上
の
全
男
子
貴
族
は
二
千
名
を
越19 （813）



え
る
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
の
中
か
ら
各
種
の
役
職
、
広
大
な
領
地
の
司
政
官
、
各
国
へ
の
大
使
を
選
出
し
、
し
か
も
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
貿
易
業

務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
の
生
涯
は
多
忙
の
一
語
に
つ
き
た
。
し
か
も
こ
の
数

少
い
貴
族
が
、
知
識
階
級
と
し
て
文
化
を
指
導
す
る
至
高
の
使
命
を
帯
び
て
い
た
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
同
一
個
人
の
中
で
、
行
動
的
生
活
と

瞑
想
的
生
活
と
を
共
存
さ
せ
統
一
さ
せ
る
こ
と
を
強
要
し
た
の
で
あ
る
。
前
章
で
あ
げ
た
エ
ル
モ
ラ
ー
オ
・
バ
ル
バ
ロ
な
ど
は
、
訓
導
の
生
活

を
国
内
の
役
職
あ
る
い
は
大
使
職
と
い
う
多
忙
の
行
動
的
生
活
の
中
で
こ
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
バ
ル
バ
ロ
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ガ
ン
の
指
摘
す

る
よ
う
に
、
彼
の
『
大
使
職
に
つ
い
て
』
O
Φ
o
塗
。
δ
冨
σ
q
ρ
鉱
の
中
で
、
大
使
は
ど
う
ず
れ
ば
国
家
を
強
大
に
し
、
そ
れ
を
安
全
に
保
ち
う
る

か
を
考
え
、
た
と
え
ス
パ
イ
に
類
す
る
こ
と
も
避
け
て
は
な
ら
ぬ
と
語
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
詩
を
書
い
た
人
物
と
同
一
人
で
あ
る
こ
と
は
注

目
に
価
す
る
。
　
《
ミ
ュ
ー
ズ
の
神
は
邪
な
人
物
を
き
ら
う
。
彼
ら
は
不
正
直
を
き
ら
う
。
ミ
ュ
ー
ズ
の
神
と
邪
悪
と
は
、
共
に
天
を
い
た
だ
か

　
④

な
い
》
。

　
以
上
の
よ
う
な
両
者
の
調
和
と
統
一
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
文
化
に
き
わ
だ
っ
た
特
徴
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
統
一
は
き
わ

め
て
苦
渋
に
み
ち
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
や
が
て
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
神
話
」
の
布
教
者
と
な
る
ガ
ス
パ
ー
ロ
・
コ
ン
タ
リ
ー
二
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

う
。
「
私
は
信
ず
る
の
だ
が
、
私
ほ
ど
苦
し
ん
だ
も
の
は
こ
の
世
で
は
少
な
い
」
と
。
彼
は
七
人
兄
弟
の
長
男
と
し
て
、
学
問
研
究
の
才
能
を
背

負
っ
て
成
長
し
た
。
父
親
が
死
ん
だ
一
五
〇
二
年
、
彼
は
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
が
、
い
っ
た
ん
帰
国
し
て
弟
を
あ
と
つ
ぎ
に
立
て
、

ふ
た
た
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
研
究
を
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
で
つ
づ
け
た
。
し
か
し
一
五
〇
九
年
の
危
機
の
中
で
の
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
閉
鎖
に
と
も

な
っ
て
帰
国
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
パ
ド
ヴ
ァ
時
代
の
学
問
研
究
も
、
ま
た
交
友
関
係
も
、
彼
の
そ
の
後
に
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
も
と
も
と
、
こ
の
人
口
稠
密
で
狭
小
な
島
の
中
で
の
貴
族
同
志
の
関
係
は
、
平
等
で
安
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
約
筥
家
族
前
後
の
大
家
族

か
ら
出
て
い
る
二
千
を
超
え
る
に
す
ぎ
な
い
成
年
貴
族
は
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
や
リ
ア
ル
ト
で
た
え
ず
顔
を
合
わ
せ
、
日
曜
毎
に
開
か
れ
る
大
議

会
に
出
席
し
、
商
取
引
で
遮
絡
を
と
り
あ
い
、
家
同
志
の
結
婚
で
親
類
関
係
が
成
立
し
、
そ
こ
に
は
兄
弟
の
き
つ
な
の
よ
う
な
親
密
な
感
情
が

成
立
し
て
い
た
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
い
て
、
貴
族
同
志
の
反
感
を
示
す
、
高
い
塔
を
か
ま
え
て
要
塞
化
し
た
彼
ら
の
館
と
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
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の
よ
う
に
大
運
河
に
沿
っ
て
軒
を
な
ら
べ
て
開
放
的
に
つ
く
ら
れ
た
貴
族
の
館
を
思
い
お
こ
す
だ
け
で
、
両
都
市
の
貴
族
の
相
違
を
容
易
に
理

解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
学
校
、
リ
ア
ル
ト
学
校
の
い
つ
れ
か
、
又
は
そ
の
両
方
の
中
等
教
育
を
う
け
た
後
、
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
へ

学
ん
だ
同
窓
生
、
同
級
生
と
し
て
の
費
族
の
子
弟
の
き
つ
な
の
深
さ
は
、
今
日
の
想
像
を
超
え
る
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
。
少
年
時
代
か
ら
青
年

時
代
に
か
け
て
、
と
も
に
生
活
し
と
も
に
学
ん
だ
親
密
の
度
合
は
、
帰
国
し
た
後
も
変
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
ロ
ス
9
切
・
罰
。
ω
ω
は
そ
の
論
文
の
中
で
、
イ
ェ
ー
デ
ィ
ソ
鵠
」
蜜
Φ
α
疑
に
よ
っ
て
一
九
四
三
年
に
発
見
さ
れ
た
コ
ソ
タ
リ
ー
二
の
書
簡
に

よ
っ
て
、
彼
と
、
七
歳
年
長
で
精
神
的
指
導
を
う
け
た
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
二
丁
目
ヨ
日
器
o
O
貯
ω
智
嚢
騨
巳
と
、
四
歳
年
上
の
彼
の
無
二
の
親

友
で
あ
る
ク
ィ
リ
ー
引
く
貯
。
①
欝
o
ρ
巳
ユ
註
と
の
親
交
を
浮
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
、
こ
れ
を
く
わ
し
く
辿
る
こ
と
は
さ
け
る
が
、

こ
の
交
友
は
コ
ソ
タ
リ
ー
二
の
思
想
の
形
成
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
そ
こ
に
、
行
動
的
生
活
へ
の
義
務
と
、

瞑
想
的
生
活
へ
の
あ
こ
が
れ
と
の
間
を
ゆ
れ
う
ご
く
コ
ソ
タ
リ
ー
二
の
悩
み
が
明
確
に
浮
き
出
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
父
が
他
界
し
た
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

弟
を
後
つ
ぎ
に
立
て
、
再
び
学
問
の
生
活
に
戻
っ
た
こ
と
、
若
く
し
て
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
の
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
勺
δ
㌶
◎
勺
○
日
も
。
墨
N
旺
に
み
と

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
学
問
生
活
に
ひ
た
る
べ
き
彼
の
傾
向
は
早
く
か
ら
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
で
の
べ
た
よ
う
に
、
ヵ
ソ
ブ
レ
ー
同
盟
戦
争
の
危
機
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
貴
族
に
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
を
生
み
出
し
た
。
こ
の
戦
争
の

危
機
は
、
同
疇
に
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
お
け
る
行
動
的
生
活
と
瞑
想
的
生
活
の
調
和
と
い
う
伝
統
そ
の
も
の
の
危
機
で
も
あ
っ
た
。
敬
震
な
彼

の
友
人
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
二
と
ク
ィ
リ
ー
二
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
一
〇
年
と
一
五
一
二
年
に
、
ト
ス
カ
ー
ナ
の
ア
レ
ッ
ツ
ォ
に
近
い
カ
マ
ル

ド
リ
で
の
隠
遁
生
活
の
た
め
に
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
を
去
っ
て
い
っ
た
。
カ
ン
ブ
レ
ー
同
盟
戦
争
の
危
機
に
祖
国
が
お
か
れ
て
い
る
と
き
に
、
こ
の

突
然
の
瞑
想
的
生
活
へ
の
脱
出
は
強
い
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
教
皇
に
よ
る
宗
務
執
行
停
止
下
の
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
お
い
て
、
二
人
の
行
為
は

ま
さ
に
敵
前
逃
亡
で
あ
っ
た
。
若
い
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
人
は
、
こ
の
危
機
に
際
し
て
、
国
家
に
奉
仕
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
く
に
一
五
＝
一
年
、

ク
ィ
リ
ー
二
が
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
二
を
追
っ
て
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
を
去
っ
た
と
き
、
ひ
と
き
わ
憤
激
を
ま
き
お
こ
し
た
。
彼
は
そ
の
直
前
に
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

交
上
の
任
務
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
コ
ン
タ
リ
ー
二
は
、
彼
に
対
し
て
、
そ
の
持
場
を
放
棄
し
た
兵
士
に
た
と
え
ら
れ
る
と
書
か
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⑩

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
今
は
カ
マ
ル
ド
リ
で
、
修
道
士
パ
オ
ロ
神
父
、
ピ
エ
ト
ロ
神
父
と
な
っ
た
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
二
と
ク
ィ
リ
ー
エ
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
残

っ
た
コ
ン
タ
リ
ー
二
に
た
い
し
て
、
救
済
の
唯
一
の
確
実
な
方
法
と
し
て
、
む
な
し
い
現
世
を
濡
れ
て
隠
遁
生
活
に
加
わ
る
こ
と
を
強
く
説
得

し
た
。
コ
ン
タ
リ
ー
二
の
内
面
に
お
い
て
、
深
刻
な
デ
ィ
レ
ン
マ
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な
い
。
こ
の
蒋
代
の
彼
は
、
一
五
〇
九
年
に

　
　
　
　
　
　
　
⑪

防
衛
軍
に
従
軍
し
た
ほ
か
は
、
行
動
的
生
活
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
様
子
は
な
い
。
彼
は
精
神
の
支
え
を
求
め
て
、
カ
マ
ル
ド
リ
に
友
人
を
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ず
ね
よ
う
と
し
た
し
、
彼
ら
か
ら
の
書
簡
が
唯
　
の
救
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
に
自
分
の
た
め
に
祈
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
懇
願
し
て
い
る
。

一
五
一
一
年
か
ら
一
四
年
に
い
た
る
彼
の
書
簡
の
中
に
は
、
彼
の
二
〇
人
の
家
族
に
つ
い
て
の
関
心
が
う
か
が
わ
れ
な
い
し
、
祖
国
に
た
い
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
配
慮
も
は
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
緊
急
の
事
態
に
あ
っ
た
一
五
〇
九
年
よ
り
一
一
年
に
わ
た
る
約
二
ヶ
年
間
に
、
彼
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
基
礎
と
し
て
、
算
術
と
高
度
な
聖
書
学
に
い
そ
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
い
う
。
　
「
彼
ら
は
私
の
避
難
港
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

彼
ら
な
く
し
て
は
、
私
は
船
長
の
い
な
い
船
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
。
こ
の
時
点
で
は
、
彼
は
少
く
と
も
行
鋤
的
生
活
へ
の
傾
斜
を
示

し
て
い
な
い
し
、
む
し
ろ
膜
想
的
生
活
に
傾
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
コ
ン
タ
リ
ー
二
は
二
人
の
生
活
に
加
わ
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
に
、
彼
は
修

道
院
で
な
く
世
俗
の
中
で
キ
リ
ス
ト
者
の
生
活
を
お
く
る
こ
と
の
で
き
る
理
論
的
基
礎
を
徐
々
に
構
築
し
て
い
た
。
瞑
想
的
な
生
活
は
た
し
か

に
称
賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
瞑
想
的
生
活
よ
り
も
隣
人
に
奉
仕
す
る
こ
と
の
中
に
キ
リ
ス
ト
者
の
行
動
的
生
活
が
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
じ
函
標
す
な
わ
ち
救
済
に
至
る
道
す
じ
は
、
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
下
直
が

　
　
⑯

生
じ
た
。
こ
う
し
て
彼
は
友
人
に
た
い
し
て
、
い
く
ぶ
ん
攻
撃
的
に
な
っ
て
い
く
。
彼
は
ク
ィ
リ
！
二
（
ピ
エ
ト
ロ
神
父
）
に
書
い
た
。
　
「
最

愛
の
ヴ
ィ
ソ
チ
ェ
ソ
テ
ィ
オ
よ
。
霧
も
知
っ
て
の
と
お
り
、
孤
独
な
生
活
は
、
そ
の
性
格
が
社
会
的
動
物
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
は
自
然
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
人
間
の
条
件
を
超
え
た
完
成
を
要
求
す
る
も
の
だ
。
こ
の
生
活
を
い
き
な
り
は
じ
め
る
こ
と
は
無
遠
慮
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
人
類
の
敵
が
し
ば
し
ば
こ
の
道
に
人
間
を
誘
惑
す
る
か
ら
、
不
要
心
で
あ
り
危
険
で
さ
え
あ
る
。
こ
れ
を
み
と
め
る
な
ら
、
わ
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⑰

　
　
れ
わ
れ
は
隣
人
を
救
う
こ
と
に
よ
っ
て
神
を
愛
す
る
と
い
う
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
教
え
に
し
た
が
う
べ
き
で
あ
る
」
。
「
家
と
都
市
に
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
す
る
務
め
は
、
こ
れ
ま
た
神
聖
な
義
務
で
あ
る
」
と
彼
は
ク
ィ
リ
三
二
に
と
い
た
。
そ
し
て
ク
ィ
リ
ー
二
が
教
皇
レ
オ
十
世
か
ら
さ
し
だ
さ
れ

　
　
た
枢
機
卿
の
帽
子
を
う
け
と
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
と
き
、
彼
は
ク
ィ
リ
ー
二
を
説
得
し
て
「
も
し
も
君
が
自
分
自
身
の
．
魂
の
救
済
の
た
め
の

　
　
関
心
を
、
他
の
者
へ
の
奉
仕
と
金
キ
リ
ス
ト
数
の
改
善
の
た
め
の
仕
畜
の
上
に
置
く
な
ら
、
そ
の
こ
と
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
自
愛
的
な
も
の
だ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
彼
に
と
っ
て
「
都
市
を
捨
て
て
砂
漠
に
行
く
こ
と
は
、
船
よ
り
逃
れ
る
た
め
に
大
き
な
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
か
ら
小
さ
な
ボ
…
ト
に
乗
り
移
る
よ
う
な
も
の
だ
」
つ
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
タ
リ
…
二
に
と
っ
て
、
人
び
と
は
各
農
の
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
上
の
道
を
辿
る
べ
き
だ
と
い
う
神
の
掟
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
深
め
て
い
く
。
別
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
神
の
恩
寵
は
い
ろ

　
　
い
ろ
の
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
に
、
低
く
あ
る
い
は
中
位
に
、
ま
た
は
高
度
に
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
寒
し
て
い
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

荊
　
自
分
自
身
は
そ
れ
を
謙
虚
に
う
け
い
れ
て
、
自
分
は
低
い
立
場
に
あ
ま
ん
じ
る
の
だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
人
の
神
父
、
と
く
に

泳　
　
パ
オ
ロ
神
父
か
ら
の
強
い
説
得
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
タ
リ
ー
二
は
、
当
初
の
立
場
か
ら
全
く
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、

醍緻，

G
想
的
生
活
は
行
動
的
生
活
よ
，
轟
只
で
あ
る
．
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
人
島
け
る
行
動
的
生
活
は
よ
轟
き
な
書
影
も
．
て
い

藤
　
る
」
と
い
う
信
念
は
遂
に
ゆ
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

治
鰍
し
か
し
、
、
」
、
」
で
コ
ソ
タ
リ
⊥
の
毒
僧
・
ら
猛
固
に
す
る
塁
」
・
が
お
、
」
る
．
そ
れ
は
蓋
丁
年
九
月
の
嬰
ク
、
リ
上
枢

細
　
機
郷
の
死
去
で
あ
っ
た
。
無
二
の
親
友
と
生
涯
を
お
く
る
と
い
う
夢
は
破
綻
し
た
。
し
か
し
ク
ィ
リ
ー
二
と
の
共
通
の
精
神
的
指
導
者
ジ
ュ
ス

に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

捜
テ
ィ
ニ
T
二
か
ら
離
れ
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
。
た
の
で
あ
る
。
今
や
、
彼
は
修
道
院
生
活
黒
影
義
を
、
以
前
の
ト
・
う
に
遠
ま
わ
し
で
な

ハ
　
く
、
率
直
に
否
定
で
き
る
立
場
に
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
一
五
一
五
年
と
一
六
年
に
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
1
二
宛
に
出
さ
れ
た
コ
ソ
タ
リ
ー
ニ

ネ
醜
の
盤
閣
簡
は
、
そ
れ
ま
で
の
分
裂
讐
ら
さ
れ
突
格
の
堕
の
時
期
で
あ
る
、
」
雲
を
示
究
パ
オ
．
神
父
（
ジ
ュ
ス
テ
ィ
。
ア
、
。
）
か
ら
の

嚇
　
数
多
い
書
簡
に
た
い
し
て
、
し
ば
し
ば
返
事
は
お
く
れ
ぎ
み
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
以
前
の
不
安
に
み
ち
た
文
面
は
、
今
や
自
己
表
現
の
客
観
的

六十
　
な
形
態
に
向
っ
て
い
く
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
は
市
罠
生
活
と
い
う
よ
り
広
い
世
界
に
む
か
っ
て
は
ば
た
き
は
じ
め
る
。
　
一
五
一
五
年
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九
月
、
彼
は
要
職
で
あ
る
国
家
弁
護
士
暑
。
σ
q
巴
。
目
蝕
o
o
跨
毒
に
立
候
補
し
た
。
こ
れ
は
失
敗
に
終
っ
た
が
、
以
前
の
彼
に
く
ら
べ
る
と
ま

さ
に
画
期
的
展
開
で
あ
っ
た
。
こ
れ
い
こ
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
三
二
と
の
距
離
は
広
が
っ
て
い
く
。
彼
は
の
べ
て
い
る
。
　
「
自
分
と
パ
オ
ロ
神
父

と
を
隔
て
る
も
の
は
、
単
に
距
離
の
障
害
で
は
な
く
て
、
あ
な
た
の
高
度
な
精
神
的
な
状
態
と
、
私
の
非
常
に
現
世
的
な
状
態
と
の
間
の
深
い

　
　
　
　
　
　
⑮

分
裂
な
の
で
あ
る
」
と
。
彼
が
自
分
の
家
の
財
産
や
農
業
の
こ
と
に
興
味
を
も
っ
た
り
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
の
訪
問
客
ラ
フ
ァ
エ
ル
ロ
・
ピ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

テ
ィ
に
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
事
情
を
説
明
し
た
の
は
当
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
妾
時
の
彼
の
書
簡
の
中
に
あ
る
唯
一
の
宗
教
的
関
心
は
サ
ヴ
ォ
ナ

ロ
ー
ラ
の
人
間
と
教
説
に
関
し
て
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
べ
て
き
た
経
過
の
中
で
、
コ
ソ
タ
リ
ー
二
は
ひ
と
つ
の
安
定
に
到
達
し
た
。
し
か
し
彼
を
こ
こ
に
み
ち
び
い
て
き
た
の
は
何
で
あ
っ

た
か
。
単
に
隣
人
に
た
い
す
る
愛
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
家
、
社
会
、
国
家
へ
の
責
任
感
が
彼
の
修
道
院
へ
の
逃
避
を
阻
止
し
た
だ
け
な
の
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
力
量
と
特
徴
が
異
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
の
特
徴
を
生
か
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
わ

れ
わ
れ
が
こ
こ
で
求
め
る
も
の
は
、
彼
の
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
ひ
そ
む
力
で
あ
る
。
こ
と
ば
を
変
え
て
い
え
ば
、
彼
の

研
鑛
を
つ
ん
だ
思
想
体
系
が
、
彼
の
危
機
の
時
代
を
克
服
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
前
章
に
お
い
て
、
パ
ド
ヴ
ブ
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
傾
向
が
急
速
に
変
化
し
て
い
っ
た
事
実
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は

原
典
の
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
カ
ル
な
研
究
に
も
と
つ
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
百
科
全
書
的
理
解
で
あ
っ
た
。
学
問
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
展
望
の
限
を
見
ひ

ら
い
た
。
と
く
に
自
然
科
学
へ
の
傾
斜
は
重
要
で
あ
る
。
エ
ル
モ
ラ
ー
オ
・
バ
ル
バ
ロ
は
岡
時
に
植
物
学
者
で
も
あ
っ
た
。
百
科
全
書
的
で
あ

り
、
自
然
科
学
の
興
味
を
も
ち
、
か
つ
実
験
的
方
法
の
先
駆
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
社
会
と
い
う
大
き
な
外
界
に
無
関
心
で
は
あ
り
え
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
美
の
た
め
の
美
、
純
粋
の
文
学
論
、
文
体
論
に
終
始
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
十
五
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
文
主
義

に
た
い
し
、
パ
ド
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
思
想
体
系
が
格
段
と
具
体
的
・
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
い

っ
ぽ
う
一
五
〇
九
年
の
大
学
閉
鎖
に
い
た
る
ま
で
、
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
徒
と
し
て
研
鑛
を
重
ね
、
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
に
も

信
頼
の
あ
つ
か
っ
た
ガ
ス
パ
ー
ロ
・
コ
ン
タ
リ
ー
二
が
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
な
パ
ド
ヴ
ァ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
傾
向
か
ら
大
き
く
逸
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脱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
時
代
に
著
作
を
残
し
て
い
な
い
コ
ン
タ
リ
ー
二
に
た
い
し
て
は
、
推

測
に
た
よ
る
よ
り
ほ
か
に
方
法
は
な
い
。
ブ
ラ
ウ
ン
寓
○
第
江
。
ゆ
8
芝
口
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
の
研
究
は
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
と
思
弁

の
両
方
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。
と
く
に
、
彼
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
帰
還
し
た
と
き
に
、
バ
ッ
サ
…
ノ
地
方
の
複
雑
な
地
形
を
縫
っ
て
流
れ
る
河

川
を
規
制
す
る
仕
事
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
後
年
彼
が
大
使
と
し
て
カ
ー
ル
蛇
身
の
宮
廷
に
あ
っ
た
と
き
、
マ
ゼ
ラ
ン
の
船
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
号
が
香
料
群
島
か
ら
世
界
周
航
を
終
え
て
帰
還
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
航
海
日
誌
と
現
実
の
日
づ
け
の
一
日
掛
ず
れ
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

彼
は
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
事
実
は
注
目
に
価
し
よ
う
。

　
コ
ン
タ
リ
ー
二
が
公
職
に
立
候
補
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
そ
の
志
を
え
ら
れ
な
か
っ
た
一
五
一
六
年
と
一
七
年
の
間
に
、
彼
は
二
篇
の
論
文
を

執
筆
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
長
く
続
い
た
精
神
的
危
機
が
、
こ
の
時
期
に
安
定
に
到
達
し
て
、
政
治
や
著
作
に
捧
げ
る
自
由
が
で
き
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
⑱

意
味
す
る
だ
ろ
う
。
彼
の
論
文
と
は
『
司
教
の
職
務
に
つ
い
て
』
∪
①
o
臨
。
δ
①
営
ω
o
o
も
腔
頴
H
O
と
『
霊
魂
の
不
滅
に
つ
い
て
』
U
Φ
一
白
露
。
詳
㌘

馨
纂
①
轡
鼠
臼
讐
ρ
頴
嵩
で
あ
る
。
前
者
は
、
当
時
の
貴
族
出
身
の
司
教
の
質
の
低
下
を
そ
れ
と
な
く
指
摘
し
、
理
想
的
司
教
像
を
追
求
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
後
年
枢
機
卿
と
し
て
（
一
五
三
五
年
）
、
ま
た
ベ
ル
ル
ー
ノ
司
教
と
し
て
（
一
五
三
七
年
以
降
）
体
現
し

よ
う
と
努
力
し
た
聖
職
老
改
革
の
出
発
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
よ
り
重
要
で
、
当
時
の
彼
の
思
想
を
推
測
で
き
る
の
は
後
者
の
論
文
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
当
時
、
パ
ド
ヴ
ァ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
お
い
て
、
中
心
的
論
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
旧
師
の
ポ
ン
ポ
ナ
ヅ
ツ
ィ
に
匿
名
で
挑
戦
し
た
も
の
で
あ
る
。
ポ
ン
ポ
ナ
ヅ
ツ
ィ
の
意
見
と

い
う
の
は
、
個
々
の
霊
魂
が
不
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
信
仰
の
こ
と
が
ら
と
し
て
う
け
い
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
は
理
性
に
よ
っ
て
は
証
明
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
反
証
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
コ
ソ
タ
リ
ー
二
コ
口
霊
魂
不
滅
に
つ
い
て
』
の
中
で
の
自
伝
的
な
序
文
は
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
コ

ソ
タ
リ
ー
二
自
身
の
思
想
の
遍
歴
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
霊
魂
不
減
に
関
す
る
問
題
は
、
彼
自
身
の
生
活
の
指
針
が
か
か
っ
て
い
る
問
題
な
の
で
、
哲
学
の
中
で
の
第
一
の
関
心
事
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で
あ
っ
た
。
彼
は
い
う
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
パ
ド
ヴ
ァ
に
お
け
る
ア
ヴ
ェ
p
イ
ス
学
説
、
即
ち
知
の
単
一
説
に
は
同
調
し
な
か
っ
た
も
の
の
、

ポ
ソ
ポ
ナ
ヅ
ツ
ィ
に
同
調
し
て
、
霊
魂
の
複
数
説
や
不
滅
説
に
は
反
対
の
立
場
に
立
っ
た
。
即
ち
、
哲
学
者
た
る
も
の
は
、
自
明
で
理
性
に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
な
い
な
に
ご
と
も
う
け
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
た
彼
は
、
必
然
的
に
霊
魂
を
不
滅
で
は
な
く
死
す
べ
き
も
の
で

　
　
　
　
　
　
⑫

あ
る
と
結
論
し
た
。
こ
の
考
え
方
が
い
つ
ま
で
彼
の
心
を
支
配
し
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
ポ
ン
ポ
ナ
ヅ
ツ
ィ
の
影
響
が
強
く
作
用
し
て

い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
コ
ン
タ
リ
ー
二
が
二
人
の
隠
遁
者
と
心
の
戦
い
を
く
り
か
え
し
て
い
た
と
き
、
彼
が
パ
ド
ヴ
ァ
で
え

た
哲
学
体
系
が
ひ
と
つ
の
武
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
ロ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
彼
が
二
人
の
隠
遁
者
と
戦
っ
た
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
用
い
た
、
総
会
に
お
け
る
人
間
の
地
位
に
関
す
る
態
度
は
、
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
影
響
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
遺
産
を
投
影
す
る
。

　
さ
ら
に
は
、
彼
が
防
戦
の
際
に
し
ば
し
ぼ
用
い
た
考
え
方
、
即
ち
人
び
と
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
を
生
か
し
て
異
っ
た
道
す
じ
を
通
っ
て
、
最
終
的
に
は
共
有
の
ゴ
ー
ル
（
救
済
）
に
到
達
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
主
張
も
、
ポ
ン
ポ
ナ
ヅ
ツ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
柔
軟
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
投
影
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
コ
ソ
タ
リ
ー
二
が
慎
重
に
行
動
的
生
活
を
え
ら
ん
だ
こ
と
も
、
少
く
と
も
一
部
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
、
　
「
実
際
的
で
行
動
詩
評
」
の
役
割
に
関
す
る
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
考
え
に
よ
っ
て
い
る
と
ロ
ス
は
判
断
し
て
い
る
。
ポ
ソ
ポ
ナ
ヅ
ツ
ィ
に

よ
れ
ば
、
実
際
的
で
行
動
的
な
知
は
、
人
聞
本
来
の
も
の
で
、
公
私
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
道
徳
的
関
心
を
も
っ
て
い
る
人
間
に
所
有
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
悪
の
判
断
を
下
し
、
国
家
や
家
族
の
一
員
に
な
る
た
め
に
、
各
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
コ
ソ
タ
リ
ー
二
に
お
け
る
行
動
的
生
活
の
選
択
と
迷
信
を
排
斥
す
る
傾
向
は
、
明
か
に
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
影
響
を
反
映
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
以
上
の
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
コ
ン
タ
リ
ー
二
は
独
力
で
戦
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
コ
ン
タ
リ
ー
二
の
背
後
に
あ
る
力
、
瞑
想
的
生
活
を
避
け
て
行
動
的
生
活
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
導
き
の
力
は
、

ほ
ぼ
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
パ
ド
ヴ
ァ
に
お
け
る
彼
の
哲
学
研
究
が
主
軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
霊
魂
を
死
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
一
方
、
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
思
想
の
影
響
を
う
け
つ
つ
二
人
の
修
道
士
と
精
神
的
葛
藤
を
演
じ

て
、
こ
れ
を
脱
却
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
コ
ン
タ
リ
ー
二
が
、
は
っ
き
り
と
時
期
は
限
定
で
き
な
い
に
せ
よ
、
少
く
と
も
こ
の
時
点
、
即
ち
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『
霊
魂
の
不
減
』
の
需
か
れ
た
一
五
一
六
年
に
、
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
聖
ト
マ
ス
の
研
究
を
通
し
て
、
こ
ん
ど
は
逆
に
、
魂
の
不
滅
を
信

ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
精
神
の
戦
い
が
終
結
し
た
と
き
に
、
彼
が
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
を
捨
て
た
と
い
う
事
実
は
皮
肉
と
い

う
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ソ
タ
リ
ー
二
は
、
表
現
は
強
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
保
守
主
義
の
立
場
に
近
づ
い

て
い
く
。
こ
の
事
実
は
、
彼
の
政
治
思
想
の
形
成
と
か
か
わ
り
を
も
つ
よ
う
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

①
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、

　
　
o
暁
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四
訟
巳
p
監
7
一
ω
強
窪
伽
ω
．
．
噂
廷
丁
ミ
§
§

　
暮
恥
鵠
ミ
ミ
駐
§
§
”
＜
o
一
峯
噂
℃
■
卜
。
憲
．

⑥
十
六
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
貴
族
の
家
の
数
は
、
く
い
ち
が
い
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
ロ
ー
ガ
ン
（
上
掲
害
二
八
頁
）
は
約
七
〇
軒
と
し
、
ロ
ス
（
上
掲
論
文

　
一
九
八
頁
）
は
一
五
〇
軒
。

⑦
雲
簡
に
つ
い
て
は
ロ
ス
の
上
掲
論
、
注
⑧
ギ
ル
バ
ー
ト
の
論
文
の
引
用
を
用
い

　
た
。

⑧
閃
．
9
ぎ
。
井
、
．
閑
。
以
α
q
δ
昌
雪
山
℃
o
｝
難
。
ω
ぎ
叶
犀
。
昏
8
σ
Q
鐸
o
h
O
p
の
℃
ρ
『
o

　
O
o
幕
霞
ぎ
旦
ぎ
睡
ミ
§
§
ミ
q
。
§
ミ
軌
§
営
肉
ミ
電
申
§
§
§
肉
ミ
。
黛
、

　
穿
器
鴇
§
§
ミ
ミ
黛
9
自
費
ミ
尋
蔚
§
噂
巴
■
男
p
げ
σ
俸
ω
9
σ
q
o
押
勺
玲
琴
甲

　
9
p
お
①
9
や
㊤
P

⑨
§
3
℃
．
㊤
。
。
’

⑩
し
σ
o
ヨ
〈
ω
ヨ
ρ
。
》
ミ
冒
℃
」
b
。
轟
■

◎
ω
磐
巳
ρ
。
笹
ミ
こ
H
区
や
建
①
星
目
や
8
令
卜
。
8
．

　
八
八
四
人
か
ら
な
る
部
隊
の
一
員
と
し
て
パ
ド
ヴ
ァ
に
九
月
七
日
に
赴
い
た
。

　
国
。
ω
ρ
o
特
ミ
ニ
や
悼
O
メ

⑫　
凡
窯
3
や
8
ρ

⑮　
O
自
ぴ
①
唇
。
》
ミ
こ
賢
㊤
9

⑱　
尊
ミ
，

⑳㊥　
Ω
躍
げ
。
誉
。
》
9
野
℃
．
霧
，

⑯　
帖
ミ
3
℃
．
圏
ρ

⑳　
置
塵
ゆ
8
≦
卸

　
お
謎
、
＜
o
一
胃
や
匿
刈
．

　
9
浮
Φ
罫
。
賢
ミ
こ
や
μ
O
ド
．

　
国
。
ω
ρ
o
特
職
計
や
爲
。
。
■

＠＠＠＠＠＠

帖
窯
罫
や
b
。
8
’
　
⑭
蓼
ミ

ミ
3
や
ト
。
8
．
　
⑰
き
§
”
b
。
峯

§
郵
　
　

⑳
男
。
。
。
ω
讐
や
b
。
μ
b
。
’

嫡
ミ
3
や
ト
。
嵩
．

閃
。
ω
ρ
o
特
ミ
こ
℃
●
b
。
寄
9

趨
ミ
ニ
℃
．
b
。
曽
．

9
窪
ミ
題
照
照
ぎ
ミ
無
。
奨
ミ
不
日
郵
器
賢
畑
田
翼
。
毒
鴫
。
蒔
匂

⑱

⑳
⑩
乾
罫
唱
凸
B
？
①
．

⑳
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
に
つ
い
て
は
、

　
清
水
純
一
「
パ
ド
ヴ
ァ
学
派
論
旨
ー
ア
ヴ
ェ
ロ
ィ
ズ
ム
の
発
展
と
ポ
ン
ポ
ナ
ッ

　
ツ
ィ
」
　
『
イ
タ
リ
ア
学
会
誌
』
第
六
弩
　
昭
和
三
十
二
年
参
照
。

⑫
罰
8
。
。
”
o
》
ミ
こ
や
b
。
節
鈴
　
　
⑳
§
3
卜
。
b
。
。
。
’

㊨
趨
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
き
ミ
．
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五
　
ガ
ス
パ
ー
ロ
・
調
ン
タ
リ
ー
鳳
の
政
治
思
想

28　（822）

　
さ
て
、
コ
ソ
タ
リ
ー
二
に
と
っ
て
、
一
五
一
八
年
は
彼
に
現
実
政
治
へ
の
扉
が
開
か
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
し
か
も
一
五
二
〇
年
か
ら
皇
帝
ヵ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ー
ル
慨
世
へ
の
大
使
と
い
う
要
職
が
ま
っ
て
い
た
。
五
十
六
ヵ
月
と
い
う
長
期
に
わ
た
り
、
彼
は
そ
の
宮
廷
に
あ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
イ
ギ

リ
ス
を
へ
て
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
へ
と
移
動
し
た
。
ギ
ル
バ
ー
ト
は
、
コ
ソ
タ
リ
ー
二
の
名
声
を
後
世
に
残
す
こ
と
に
な
る
そ
の
著
書
『
ヴ
ェ
ネ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

イ
ア
の
行
政
官
と
共
和
国
』
は
、
こ
の
期
間
中
、
お
そ
ら
く
一
五
二
二
年
か
ら
一
五
二
五
年
の
闘
に
書
か
れ
た
に
ち
が
い
な
い
と
推
定
し
た
。

　
　
　
　
　
③

　
こ
の
書
物
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
お
そ
ろ
し
い
試
練
に
生
き
残
り
え
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
ま
た
こ
の
国
家
が
将
来
に
わ
た
っ
て
永

遠
に
存
在
す
る
期
待
を
こ
め
て
、
さ
ら
に
は
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
周
囲
の
国
家
の
混
沌
た
る
情
勢
に
む
け
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
示
し
た
力
を
教

訓
と
し
て
用
い
さ
せ
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
各
地
で
、
外
国
人
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
関
す
る
情
報
を
求
め
ら
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
も
執
筆
の
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ひ
と
り
の
保
守
的
で
伝
統
主
義
的
で
か
つ
理
想
主
義
的
な
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
貴
族
の
、

内
外
に
む
け
て
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二
人
の
隠
遁
者
に
た
い
し
て
用
い
た
、
コ
ソ
タ
リ
ー
二
の
社
会
に
つ
い
て
の
観
念
は
こ
こ
で
も
生
き
て
い
る
。
人
間
は
社
会
的
な
存
在
で
あ

り
、
物
質
的
理
由
か
ら
他
の
も
の
と
い
っ
し
ょ
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
は
他
老
の
援
助
を
必
要
と
す
る
の
だ
か
ら
、
他
人
と

の
生
活
は
、
善
に
た
い
す
る
本
来
的
傾
向
を
発
展
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
社
会
生
活
は
人
間
の
物
質
的
存
在
を
安
全
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

人
を
し
て
善
に
し
て
祝
福
さ
れ
た
生
活
に
み
ち
び
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
の
書
物
の
第
一
ペ
ー
ジ
か
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
へ
の
賛
美
と
驚
嘆
が
表
現
さ
れ
る
。
彼
は
、
そ
の
都
市
を
通
過
す
る
筆
記
の
量
を
見
た
外

国
人
の
驚
き
を
記
述
し
、
遠
隔
地
の
人
び
と
が
波
止
場
に
群
り
街
路
や
運
河
に
満
ち
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
安
全
を
も
た

ら
す
地
の
利
に
つ
い
て
の
驚
異
を
の
べ
る
。
し
か
し
、
彼
は
外
国
人
の
観
察
が
見
逃
が
し
て
い
る
点
を
吟
味
す
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
驚
く
べ

き
点
は
、
こ
れ
ら
臼
に
見
え
る
驚
異
の
い
か
な
る
点
で
も
な
く
て
、
そ
の
政
府
が
な
し
え
た
成
功
な
の
で
あ
る
。
　
「
都
市
が
城
壁
や
家
量
だ
け



十六世紀ヴェネツィア史における政治意識の覚醒（永井）

で
あ
る
と
は
信
じ
な
い
で
、
都
市
は
集
会
に
よ
っ
て
主
と
し
て
構
成
さ
れ
、
ま
た
そ
こ
に
住
む
人
び
と
の
秩
序
に
よ
っ
て
も
構
成
さ
れ
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

目
的
と
組
織
が
人
び
と
を
し
て
祝
福
あ
る
生
活
を
可
能
に
さ
せ
る
な
ら
、
そ
れ
は
共
和
国
の
名
に
値
す
る
」
の
で
あ
り
、
　
「
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の

よ
う
に
善
で
幸
福
な
生
活
に
み
ち
び
く
制
度
と
法
律
を
有
す
る
国
家
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
考
え
る
。
彼
は
王
政
に
た
い
す
る
共
暴
政
の
優

越
を
、
法
律
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
政
府
（
共
和
政
府
）
は
、
唯
一
者
の
恣
意
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
政
治
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
永

続
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
コ
ソ
タ
リ
ー
二
は
、
さ
ら
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
、
市
民
の
徳
と
忠
誠
を
通
し
て
偉
大
な
国
家
へ
と
成
長
し

た
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
　
「
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
、
個
人
の
利
益
や
名
誉
へ
の
関
心
を
も
つ
こ
と
な
く
、
一
致
し
て
共
和
国
を

強
大
に
す
る
た
め
に
集
中
し
た
」
の
で
あ
り
、
　
「
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
に
は
、
立
派
な
墓
は
建
て
ら
れ
て
な
い
し
、
軍
人
の
像
も
残
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ま
た
多
く
の
激
戦
の
勝
利
の
後
の
、
敵
か
ら
奪
っ
た
船
首
も
旗
も
存
在
し
な
い
」
と
の
べ
て
祖
先
の
自
己
犠
牲
を
た
た
え
た
。

　
「
秩
序
」
は
彼
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
誇
る
と
き
の
中
心
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
彼
は
古
代
の
p
ー
マ
、
最
近
で
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
は
じ
め

と
す
る
す
べ
て
の
共
和
国
が
わ
ざ
わ
い
を
う
け
、
最
後
に
は
内
紛
で
破
壊
さ
れ
た
の
を
見
た
。
彼
は
い
う
。
　
「
我
が
都
市
に
は
、
民
衆
の
騒
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
か
っ
て
起
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
。
彼
の
秩
序
に
つ
い
て
の
理
解
は
抽
象
的
な
パ
タ
ー
ン
で
は
な
く
、
効
果
的
な
政
府
に
用
意
さ
れ
た
プ

ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
秩
序
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
完
全
性
は
自
由
な
共
和
国
と
し
て
そ
れ
が
永
続
し
て
き
た
こ
と
だ
け
に
よ
る
の

で
は
な
く
、
政
府
が
全
住
民
の
生
活
の
た
め
に
尽
力
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
　
「
市
民
生
活
の
全
目
的
は
、
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
最
も
容
易
な
方
法
に
よ
っ
て
幸
福
な
生
活
を
い
と
な
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
」
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
一
連
の
福

祉
機
能
を
果
し
た
こ
と
が
、
そ
の
栄
光
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
政
府
は
食
料
は
高
く
購
入
し
て
廉
く
市
民
に
売
り
わ
た
し
、
伝
染
病
防
止
の
責

任
を
果
し
、
病
人
や
老
人
に
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
、
働
け
な
く
な
っ
た
造
船
所
の
労
働
者
を
保
護
し
た
こ
と
に
た
い
し
コ
ン
タ
リ
…
二
は
称

賛
を
お
く
る
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
安
定
が
、
上
述
の
よ
う
な
具
体
的
な
施
策
に
よ
る
の
と
同
時
に
、
社
会
階
級
に
た
い
す
る
慎
重
な
配
慮
に
よ
っ
て
い
る
こ

と
を
彼
は
知
っ
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
貴
族
の
家
柄
に
の
み
行
政
官
に
就
任
し
う
る
こ
と
を
許
し
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
い
る
。
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他
の
国
家
に
あ
っ
て
は
、
新
し
く
富
を
え
た
、
よ
り
低
い
階
層
の
メ
ン
バ
ー
が
政
府
を
支
配
す
る
た
め
に
、
貧
困
化
し
た
貴
族
に
と
っ
て
代
ろ

う
と
す
る
と
き
に
動
乱
が
お
こ
る
。
と
こ
ろ
が
階
級
的
に
固
定
化
さ
れ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
こ
の
こ
と
は
お
こ
り
よ
う
が
な
い
。
ヴ
ェ
ネ

ッ
ィ
ア
は
ま
さ
に
保
守
的
で
伝
統
的
な
の
で
あ
る
。
不
変
で
あ
り
固
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
、
単
に
保
守
的
で
あ
る
と
い

う
だ
け
で
は
な
玄
低
い
階
層
を
楚
さ
せ
る
た
め
に
・
従
属
磐
ポ
ス
ト
を
用
意
す
る
こ
と
を
訊
。
ち
な
胸
・
彼
は
ヴ
・
ネ
ッ
・
ア
の
諸
製

を
、
ち
が
っ
た
声
を
う
ま
く
調
和
す
る
音
楽
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
た
と
え
た
。
前
章
で
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
人
そ
れ
ぞ
れ
藁
菰
が
異
る
が
、
各

自
の
特
徴
を
生
か
し
て
各
種
の
ポ
ス
ト
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
の
福
祉
に
貢
献
で
き
る
と
い
う
し
く
み
を
、
コ
ン
タ
リ
ー
二
は
こ
こ

で
も
く
り
ひ
ろ
げ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
見
と
お
し
に
お
い
て
、
彼
は
こ
の
著
書
の
中
で
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
ド
…
ジ
ェ
以
下
の
あ
ら
ゆ
る
行
政
職
に
つ
い
て
解
説
を

与
え
、
そ
れ
が
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
安
定
に
貢
献
す
る
有
機
的
な
む
す
び
つ
き
を
説
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
綱

度
の
記
述
を
、
貴
族
支
配
の
利
点
を
く
り
か
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
閉
じ
て
い
る
。
即
ち
「
人
体
が
最
も
気
高
い
濫
費
、
眼
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
い
る
よ
う
に
、
国
家
は
最
も
高
貴
な
メ
ン
バ
ー
、
貴
族
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
に
　
諒
す
る
の
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
古
来
の
制
度
と
伝
統
に
た
い
す
る
異
常
な
ま
で
の
崇
拝
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ソ
ブ
レ
ー

同
盟
戦
争
と
い
う
未
瞥
有
の
危
機
を
切
り
抜
け
た
世
代
が
、
安
堵
感
と
と
も
に
、
過
去
に
あ
っ
た
栄
光
が
将
来
に
わ
た
っ
て
変
っ
て
ほ
し
く
な

い
と
い
う
願
望
を
こ
め
た
も
の
で
あ
る
。
変
化
は
好
ま
し
く
な
い
、
伝
統
で
あ
り
保
守
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
作
品
の
保
守
性
は
、
こ
の

作
品
を
執
筆
し
た
コ
ソ
タ
リ
ー
二
が
、
前
章
の
終
り
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
影
響
を
脱
し
て
、
伝
統
的
な
霊
魂
不
滅
説
を
確

信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
為
は
保
守
化
し
た
彼
の
象
徴
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
は
ま
た
、
一
貴
族
に
よ
る
母
国
へ
の
素
朴
な
自
門
自
賛
で
は
な
い
。
本
章
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
彼
は
国
外
で
こ
の
作
品
を

執
筆
し
た
と
い
う
事
実
が
残
っ
て
い
る
。
彼
は
は
じ
め
て
禎
国
を
離
れ
て
自
国
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
外
国
と
の
対
比
に
お
い

て
。
彼
は
大
使
と
し
て
報
告
書
器
冨
N
δ
巳
を
本
国
に
書
き
お
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
外
国
観
察
に
あ
け
く
れ
る
日
々
で
あ
っ
た
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十六世紀ヴェネツィア史における政治意識の覚醒（永井）

で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
領
内
の
事
情
は
、
彼
の
目
を
奪
う
ば
か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
分
散
し
た
そ
の
領
土
、
異

民
族
の
混
合
、
分
断
さ
れ
た
権
力
、
経
済
に
お
け
る
無
秩
序
と
放
任
、
残
酷
な
専
綱
の
下
に
お
け
る
領
民
の
希
望
の
な
い
日
々
、
こ
れ
ら
は
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

エ
ネ
ッ
ィ
ア
人
で
あ
る
彼
の
嗣
に
異
常
に
や
き
つ
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
の
上
に
立
っ
て
祖
国
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
な
が
め
た
と
き
、

コ
ン
タ
リ
ー
二
に
と
っ
て
は
、
い
か
に
祖
国
は
統
一
が
と
れ
、
能
率
的
で
あ
り
、
か
つ
世
界
に
ほ
こ
り
う
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
実
感

と
自
信
が
湧
き
出
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
す
ぐ
れ
た
制
度
を
植
え
つ
け
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
祖
先
へ
の
感
謝
の
念
は
、
単
に
文

飾
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
自
己
満
足
的
な
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
な
せ
る
わ
ざ
で
は
な
か
っ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
に
感
じ
ら
れ
る
一
種
の
郷
愁
感
は
、
遠
く
は
な
れ
た
祖
国
へ
の
慕
情
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
こ
の
作
品
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
諸
制
度
の
単
な
る
紹
介
で
も
な
い
し
、
舗
度
論
で
も
な
い
。
そ
こ
に
一
貫
し
て
流
れ
る
の
は
、
そ
の
制

度
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
一
貫
し
た
精
神
の
働
き
に
つ
い
て
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
ふ
た
た
び
、
前
章
で
の
べ
た
ポ
ン

ポ
ナ
ヅ
ツ
ィ
の
思
想
と
の
訣
別
が
関
連
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
ポ
ン
ポ
ナ
ヅ
ツ
ィ
に
と
っ
て
、
人
聞
の
知
性
の
機
能
は
、
人
間

が
物
質
生
活
の
部
分
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
受
け
と
る
感
覚
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
に
と
っ
て
は
、
人
間

の
肉
体
的
終
結
は
、
そ
の
精
神
生
活
（
霊
魂
）
の
終
滅
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
ツ
ィ
の
影
響
か
ら
ぬ
け
出
し
た
コ
ソ
タ

リ
ー
二
に
と
っ
て
は
、
そ
の
関
係
は
逆
で
あ
っ
て
、
精
神
世
界
は
物
質
世
界
か
ら
独
立
し
て
い
て
、
む
し
ろ
精
神
が
物
質
の
存
在
に
特
徴
を
与

え
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
書
物
に
一
貫
す
る
、
欄
度
の
背
後
に
あ
る
精
神
、
秩
序
へ
の
指
向
意
志
の
強
調
は
こ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
理
念
を
先
行
さ
せ
る
コ
ン
タ
リ
ー
二
の
立
場
は
、
こ
の
書
物
に
ひ
と
つ
の
限
界
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
い
な
め
な
い
。
そ
れ
は
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

史
感
覚
に
つ
い
て
の
欠
如
で
あ
り
、
い
か
な
る
変
化
を
み
と
め
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
と

は
永
い
歴
史
の
発
展
の
産
物
で
は
な
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
う
ち
た
て
た
そ
の
祖
先
は
、
ほ
と
ん
ど
超
自
然
の
知
恵
を
も
っ
て
生
れ
、
そ

れ
に
つ
づ
く
世
代
の
保
守
的
な
献
身
を
通
じ
て
、
そ
の
偉
業
は
力
強
く
永
久
に
維
持
さ
れ
て
き
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
制
度
が
、
制

度
そ
の
も
の
の
発
展
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
で
、
ま
た
歴
史
は
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
無
視
さ
れ
て
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い
る
の
は
、
彼
の
立
場
の
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
彼
は
新
し
い
任
務
に
つ
い
て
「
こ
の
生
活
が
最
上
の
も
の
と
は
い
わ
な
い
に
し

　
　
て
も
、
最
も
立
派
で
最
も
名
誉
あ
る
も
の
で
あ
り
、
研
究
生
活
と
嗣
じ
よ
う
な
も

　
　
の
だ
」
と
の
べ
る
。
o
ワ
2
。
昌
鼠
ρ
o
》
職
“
こ
図
図
×
”
℃
・
b
。
一
α
山
峯
¶

　
　
　
ま
た
、
彼
は
一
五
二
〇
年
九
月
二
四
日
、
十
六
人
の
候
補
者
の
巾
か
ら
元
老
院

　
　
に
よ
っ
て
大
使
に
任
命
さ
れ
た
。
し
か
し
一
五
二
一
年
三
月
十
六
日
ま
で
出
発
し

　
　
て
い
な
い
。
四
月
に
ウ
ォ
ル
ム
ス
の
皇
帝
の
宮
廷
に
加
わ
っ
て
い
る
。

　
②
　
朔
の
鷺
σ
①
拝
、
．
6
ケ
o
U
気
⑦
o
｛
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O
o
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霜
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占
G
。
心
．

　
③
　
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
行
政
官
と
共
和
国
』
の
テ
キ
ス
ト
は
左
記
の
十
六
世
紀
の

　
　
英
訳
に
よ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
の
ρ
♪
ω
℃
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⑥
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⑦
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⑧
き
ミ
㌧
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H
ρ

⑨
例
え
ば
ド
ー
ジ
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官
長
O
伊
p
8
二
野
㊦
O
円
ゆ
醤
畠
①
は
申
産
階
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繊
身
者

　
に
か
ぎ
ら
れ
た
。
こ
の
職
は
権
威
の
あ
る
も
の
で
、
そ
の
葬
儀
は
ド
ー
ジ
ェ
の
葬

　
儀
に
匹
敵
し
た
。

⑩
O
o
馨
霞
窪
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ミ
こ
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．

　
今
日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
て
、
コ
ン
タ
リ
…
二
の
作
品
が
興
味
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
　
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
行
政
官

と
共
和
国
』
は
、
十
六
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
著
名
な
作
品
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
版
を
重
ね
た
。
そ
れ
は
、
は
じ
め
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
政
を

う
た
い
あ
げ
た
著
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
作
贔
が
い
か
な
る
背
景
か
ら
生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
た

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
カ
ソ
ブ
レ
ー
岡
盟
戦
争
の
危
機
を
き
り
ぬ
け
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
、
自
己
検
討
、
さ
ら
に
は
自
己
主
張
の
書
物

で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
初
頭
に
お
け
る
、
パ
ド
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
の
思
想
界
の
上
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
〔
付
記
〕
　
本
論
文
は
、
昭
和
五
二
・
三
年
度
文
部
省
一
般
研
究
㈲
に
よ
る
研
究
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
志
祉
大
学
教
授
寝
熊
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Awakening　of　Venetian　Political　Consciousness

　　　　　　　　　　in　the　Slxteenth　Century

by

Mitsuak2　Nagal

　　The　puxpose　of　tkis　artlcle　is　to　make　clear　the　cause　of　awakening

of　Veエ1etian　political　consciouslless呈n　the　sixteenth　century．　After

1515，　the　Venetian　patriciate　devoted　increasing　attention　to　literary

projects　intended　to　restore　the　damaged　prestige　of　the　state　by

presenting　the　republic　as　an　ideal　political　society，　a　conception　which

coBtemporary　historians　have　called　the　‘Venetian　myth’．　Gasparo

Contarini，　the　propagator　of　the　‘Venetian　myt12’，　seemed　exemplary

in　his　combination　of　the　lives・　of　rellgion，　scholarship　anct　service　to

the　state，　but　this　harmony　was　probably　not　achieved　witbout　an

element　ef　personal　crisls．　Analizing　his　personal　crisis，　this　article

emphasizes　the　2nfiuence　of　Pietro　Pomponazzi　upon　the　po1itical　con－

sciousness　of　Gasparo　Contarini．　Finally，　the　autltor　relates　that　Con－

tarini’s　‘　De　magistratibus　et　republica　Venetorum　’　is　largely　a　portrait

of　static　perfection　and　offers　a　Venetian　expression　of　the　conserva－

tive　idealism　of　the　age．

Tlie　Coup　d’etat　of　Guy　of　LusignaR

by

Syunji　Yatsuzuka

　　Tke　First　Klngdom　of　Jerusalem　（11eO－1187）　had　its　closing　stage

filled　with　the　iRternal　dissensions，　which　led　the　Kiiigdom　to　the　dis－

astrous　battle　ef　Hattin．　Generally　these　dissensions　have　been　regarded

as　the　strife　between　the　court　party　and　the　baronial　one，　and　it　has

been　considered　that　the　former　was　composed　of　the　adventurous

newcomers　and　the　latter　the　oid－established　settlers．　But　examining

it　in　detail，　it　is　obvious　that　we　can’t　dlstinguish　their　factions　simp｝y．

The　proper　newcomers　were　only　the　LusSgnan　brothers，　while　the

Ibelins，　who　are　regarded　as　the　chief　members　of　the　baronial　fac一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（950）




