
ド
イ
ツ

帝
國
と
丈
化
圃
箏

贋
実
源
太
郎

　
、
は
瞭
し
が
き

二
、
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
と
ド
イ
ツ
膏
民

三
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
立
場

　
　
　
　
　
へ

曜　

@
【
梗
擬
M
通
説
的
に
い
、
凡
ば
文
化
闘
争
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
失
敗
で
あ
っ
た
と
言
わ
蘇
る
。
馬
素
り
に
こ
れ
を
全
面
的
に
承
認
す
る
と
し
ガ
」
も
、
し

　
　
か
ら
ば
何
故
こ
れ
が
ビ
ス
畔
、
ル
ク
の
失
敗
に
終
っ
た
か
と
い
う
箏
に
つ
い
て
の
　
操
本
的
原
因
．
を
究
め
る
必
要
が
あ
ろ
5
。
私
は
こ
の
小
論
に
お

　
　
い
て
、
ワ
て
れ
を
七
一
年
の
ド
イ
ツ
“
帝
編
内
部
の
矛
盾
に
求
め
た
。
即
ち
カ
ソ
リ
ッ
ク
は
ド
イ
ツ
帝
回
国
内
に
｛
脅
恥
際
す
る
分
邦
語
煎
鞭
、
大
ド
イ
ツ
主
嚢

一
．
と
焚
じ
、
政
治
的
、
社
会
的
な
力
と
し
て
ピ
ス
マ
ル
〃
政
策
に
対
抗
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
結
局
ド
イ
ツ
帝
國
は
ま
だ
本
当
に
地
方
主
点
勘
超

…
え
た
強
い
統
奮
・
で
は
愉
し
一
・
い
な
か
っ
た
・
い
え
・
の
で
あ
・
。
書
画
は
・
の
簗
を
ビ
ス
・
ル
ク
の
失
敗
と
見
・
⇔
寓
に
反
対
し
た

　　

@
　
い
。
そ
れ
は
ビ
ス
マ
ル
ク
諾
以
策
の
立
一
場
が
変
っ
て
き
た
の
に
「
有
義
ノ
現
象
で
仏
め
画
ソ
、
　
▼
む
し
ザ
リ
屈
く
噛
凧
の
防
州
爵
ぐ
外
論
に
r
よ
っ
て
で
」
も
玖
蔦
～
せ
・
し
め
た
と
こ

へ
う
に
彼
譲
裟
と
し
て
の
奨
さ
を
警
た
い
の
で
あ
る
・

r

（36の

　
　
　
　
㎜
、
は
し
　
が
　
き

　
丈
化
瞭
闘
華
と
は
一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
民
族
待
言
誤
の
赫
貌
㎝
帝
国
が
出

現
し
た
葭
後
か
ら
關
始
さ
れ
、
凡
そ
　
八
八
六
年
頃
に
は
窺
実
上
灘

珍
を
つ
げ
た
ビ
ス
マ
ル
ク
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
二
二
を
め
ぐ
る
争
で
あ
る
o

13

C
ツ
帯
國
・
と
丈
化
斗
争
（
広
蜘
ハ
）

，
文
化
闘
争
な
る
名
称
の
名
づ
け
親
で
あ
る
フ
、
イ
ル
ヒ
・
ウ
教
授
は
七

　
三
関
－
の
選
挙
に
隈
旧
し
て
進
歩
党
の
繍
一
領
の
中
に
｛
示
溜
教
が
圏
属
猟
の
監
替

　
外
に
あ
る
事
の
不
合
遡
．
な
る
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
是
正
す
る
の
は

　
「
文
化
の
為
の
闘
争
」
で
あ
る
と
し
、
同
年
三
月
目
濾
∵
忌
中
に
「
こ

証
九



　
　
　
　
　
　
ド
イ
ツ
帯
灘
と
丈
化
斗
争
（
広
実
）

の
翻
集
は
人
〃
獄
の
偉
∴
八
な
文
化
㎜
闘
争
（
国
三
叶
償
ユ
（
鋤
ヨ
℃
隔
）
の
性
格

を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
彼
の
用
い
た
．
文
化
の
概
念

は
語
源
直
な
意
味
か
ら
は
な
れ
た
、
腱
家
に
よ
勤
保
護
さ
れ
増
進
さ

れ
る
も
の
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
角
園
民
生
活
の
奥

深
く
繰
を
は
り
、
ド
イ
ツ
以
外
　
か
ら
の
指
令
を
う
け
る
カ
ソ
リ
ッ
ク

を
敵
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
Q

　
こ
の
様
な
世
俗
権
と
教
権
の
争
は
中
世
以
来
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て

き
た
と
．
こ
ろ
で
あ
る
が
、
多
く
の
国
で
は
絶
対
王
政
の
滅
立
に
よ
っ

て
解
決
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
十
九
世
紀
も
後
半
に
入
っ
て
術
問

題
が
起
る
と
こ
ろ
に
、
ド
イ
ツ
の
後
進
性
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
問
題

が
滋
－
な
る
ウ
堺
敏
闇
一
題
を
は
な
れ
㎎
て
政
治
…
閻
題
に
，
な
っ
て
く
る
そ
の
曲
冨

後
に
あ
っ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
允
か
と
い
う
疑
問
を
う
つ
の
で
．
あ
る

．
概
岬
覗
納
に
は
文
化
｛
闘
御
箏
を
ビ
ス
マ
ル
ク
の
内
政
に
於
け
る
ぽ
と
ん

ど
唯
晶
の
失
敗
一
翼
敗
北
と
し
て
い
る
。
当
初
の
薦
的
を
達
し
な
か

つ
允
之
い
．
う
点
か
ら
す
れ
催
確
に
失
敗
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
ビ
ス
マ
ル
ク
の
最
大
の
特
色
は
徹
底
し
た
現
笑
的
政
治
家
で
あ

っ
た
点
に
あ
る
。
こ
の
…
闘
争
に
於
い
て
も
膚
ら
任
命
し
た
フ
ァ
ル
ク

に
、
後
に
回
秘
録
に
見
る
如
く
費
任
を
転
嫁
し
て
闘
争
を
終
了
せ
し

め
ゐ
彼
で
あ
り
、
慮
ら
も
「
或
る
時
期
に
適
切
な
処
理
を
と
っ
て
ゆ

六
〇

く
の
を
現
実
政
務
籏
と
す
る
な
ら
ば
、
霜
分
は
よ
ろ
こ
ん
で
現
笑
政

治
家
と
よ
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
が
と
つ

允
政
策
を
失
敗
と
斎
け
見
て
し
窪
う
事
は
危
険
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。　

こ
こ
で
は
鉱
化
闘
争
を
あ
れ
荻
で
復
雑
に
し
た
原
閃
を
さ
ぐ
勤
、

併
せ
て
ビ
ス
マ
ル
ク
政
治
の
一
端
に
も
ふ
れ
て
み
た
い
。

二
、
醗
墓
マ
・
カ
ソ
撃
ッ
ク
と
ド
イ
ツ
帯
國

　
文
化
闘
争
に
入
る
ま
で
の
ビ
ス
マ
ル
ク
は
む
し
ろ
カ
ソ
リ
ッ
ク
及

び
カ
ソ
リ
ッ
ク
系
の
政
党
に
対
し
て
同
情
的
で
あ
め
、
懐
柔
策
を
と

っ
て
い
た
と
い
え
る
。
所
讃
鉄
血
演
説
以
来
、
与
党
を
失
っ
た
ビ
ス

マ
ル
〃
と
し
て
は
、
こ
れ
は
当
然
の
政
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
従
来

専
ら
プ
ロ
イ
セ
ン
的
立
場
に
立
っ
て
き
た
彼
が
、
一
八
六
六
年
の
普

填
戦
役
を
経
、
七
一
年
の
副
長
戦
｝
争
の
最
中
に
、
ヴ
．
エ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿

で
当
初
の
目
的
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
陰
獣
を
思
立
せ
し
め
て
し
髪
う
と

事
椿
が
一
変
し
て
く
る
。
新
し
く
自
由
党
と
手
を
に
ぎ
り
、
1
3
イ
ツ

的
立
…
脚
点
に
立
つ
た
彼
の
次
の
目
標
は
、
ド
イ
ソ
を
総
ゆ
る
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

列
強
と
対
等
以
上
の
難
悶
∵
な
国
家
に
｛
需
成
す
る
毒
で
あ
り
、
ヒ
の
為

（、36の



に
彼
の
得
意
と
す
る
外
交
政
策
が
と
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
・
そ

れ
に
薄
応
し
て
騨
内
鮒
に
も
近
代
化
、
換
…
冨
す
れ
ば
資
本
主
義
の
促

進
を
完
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
エ
リ
ッ
ヒ
・
マ
ル
ク
ス
が

巧
に
表
現
し
た
如
く
、
嵐
は
一
応
お
さ
ま
っ
た
が
、
依
然
…
大
波
は
1
3

イ
ツ
に
ヶ
ち
ょ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
み
が
こ
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

洋
を
横
繰
る
先
頭
に
立
ち
得
る
人
で
あ
っ
た
。
近
代
圏
家
と
し
て
出

嘉
す
べ
き
帝
岡
内
に
宗
教
の
み
が
国
籏
権
力
の
外
に
あ
る
と
い
う
特

権…．

�
ｧ
場
を
と
る
中
黒
麟
…
構
造
は
許
さ
る
べ
き
で
な
い
。
’
こ
玉
に
彼

は
甜
河
力
γ
リ
ッ
ク
政
策
に
着
乎
し
海
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
よ
ゆ
先
、
十
九
世
紀
に
入
る
と
カ
ソ
リ
ッ
ク
は
メ
ッ
テ
ル
ニ

ヒ
時
代
の
反
動
保
守
愚
な
世
界
的
風
潮
に
呼
応
し
て
、
世
に
「
旧
教

ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
よ
ば
れ
る
著
し
い
復
活
を
示
し
、
そ
の
独
白
の
原

理
を
尖
鋭
化
せ
し
め
、
態
々
と
宗
教
改
革
以
前
の
カ
に
還
ろ
う
と
努

力
し
つ
つ
あ
っ
た
。
伝
統
的
に
カ
ソ
リ
ッ
ク
勢
力
の
強
い
地
盤
で
あ

b
’
、
　
「
ロ
ー
マ
流
会
の
長
女
」
と
よ
ば
．
れ
る
フ
ラ
ン
ズ
に
於
け
る
活

躍
も
目
ざ
馨
し
い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
側
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
は
㈱
一
境
を
越
え
て
す
べ
て
の
旧
螺
教
徒
を
締
結
、
せ
し
め
、
こ

れ
を
法
王
の
】
ツ
の
指
…
令
の
も
と
に
動
か
そ
う
と
山
ジ
る
に
訪
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
ド
ィ
ッ
帝
購
と
丈
化
斗
争
（
広
爽
）

の
よ
う
な
傾
向
は
必
然
的
に
民
族
主
義
の
原
理
と
対
立
せ
熱
ば
な
．
ら
圏

な
い
。
サ
ル
ジ
ニ
ア
王
国
を
中
心
に
、
統
二
国
教
を
形
成
し
よ
う
と

し
た
イ
タ
リ
ア
が
・
ー
マ
法
王
庁
と
敵
薄
し
蕩
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
も
、
属
族
主
義
運
動
と
田
蒲
魚
〕
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
全

く
矛
思
し
、
枳
反
す
る
勤
き
の
為
だ
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

瞭…

ﾛ
〃
附
カ
ソ
リ
ッ
グ
の
・
瓢
聯
斡
は
民
族
・
王
義
強
…
闇
…
｛
陰
膳
御
帰
の
熱
烈
を
聾
叫

察
国
家
の
誕
生
と
よ
ぴ
、
権
…
仰
の
自
由
と
独
立
を
叫
び
、
こ
れ
を
圏

凛
撚
の
外
に
お
く
事
に
よ
っ
て
“
i
マ
教
会
麟
　
世
“
界
統
一
の
礫
念
を
支

配
附
な
ら
し
め
よ
う
と
つ
と
め
、
こ
の
為
に
ガ
リ
カ
ン
主
義
を
モ
ッ

ト
ー
と
し
た
。

　
こ
う
し
た
時
代
に
ロ
ー
マ
法
王
で
あ
っ
た
人
が
ピ
ウ
ス
九
世
で
あ

っ
た
。
彼
は
一
八
四
六
年
に
そ
の
位
に
つ
い
た
の
で
あ
る
が
、
即
位
簡

の
彼
は
自
慮
主
義
的
傾
向
を
理
解
し
、
そ
蜘
に
岡
椿
的
で
あ
る
と
期

待
さ
れ
た
人
で
、
即
位
に
際
し
て
は
冑
醜
主
幾
的
層
蕨
統
一
に
民
衆

の
側
か
ら
も
希
望
を
も
た
れ
、
．
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
と
…
冒
わ
れ
る
。

し
か
レ
位
に
の
ぼ
っ
た
彼
は
能
陥
幾
を
変
え
、
か
っ
て
の
自
己
を
「
藩
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
②

の
誤
り
」
と
し
て
翻
然
勉
棄
し
て
し
織
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
の
彼
は

畳
の
髄
紫
で
の
巾
・
世
的
浪
漫
・
説
義
轟
剃
で
あ
勤
、
そ
の
嚇
．
口
有
は
銀
に
凱
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
哺
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ド
イ
ツ
帯
醗
と
丈
化
斗
争
（
広
実
）

狂
的
な
る
晶
譲
受
…
そ
の
ま
エ
と
い
え
る
。
十
∴
ハ
世
紀
の
一
教
会
蒋
建
が
ジ

誠
ス
イ
ト
教
聞
の
カ
に
負
う
所
が
大
き
か
つ
肌
κ
事
を
見
た
彼
は
、
十

九
慨
囲
紀
に
も
再
び
円
同
じ
臨
」
段
を
田
…
い
、
斡
即
智
の
八
七
雌
を
こ
の
組
鳳
雛
を

尖
丘
ハ
と
し
て
行
う
事
を
決
意
し
て
い
る
。
ピ
ウ
ス
九
三
の
験
烈
な
網

性
は
六
一
一
奪
か
ら
準
備
…
し
、
六
四
奪
に
発
表
さ
れ
て
物
議
を
か
も
し

た
誤
謬
箇
条
（
ω
性
獄
ぴ
賃
。
Q
）
　
に
於
い
て
も
十
分
う
か
が
え
る
。
　
こ

れ
隔
は
金
キ
リ
ス
ト
躍
教
ハ
徒
、
，
殊
に
フ
ラ
ン
ス
に
一
回
け
て
蹴
為
さ
れ
た
［
も
の

で
あ
る
が
そ
の
中
で
彼
ぱ
フ
デ
ン
ス
輩
オ
爺
の
精
神
を
癒
直
し
た
の
は

勿
論
、
極
嘗
す
れ
ば
近
代
社
会
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

即
ち
「
切
の
近
代
的
、
進
歩
的
な
文
化
、
曝
露
夏
に
は
弱
毒
科
学
さ

え
を
も
鰍
い
謬
な
り
と
断
㍑
疋
し
、
十
九
世
紀
を
寂
び
一
激
∵
に
巾
冊
ド
の
一
押

巌
†
”
附
教
会
社
会
へ
還
そ
う
と
す
る
意
志
を
み
せ
た
の
で
あ
る
Q
我
々

は
以
．
上
の
如
く
、
旧
教
ル
・
不
サ
ン
ス
窺
戸
畑
の
陰
に
ピ
ウ
ス
九
肺
門
の
一

種
独
肉
の
個
性
を
見
出
∵
ず
の
で
あ
る
が
、
逆
に
彼
を
し
て
こ
の
様
な

断
乎
た
る
能
心
度
に
｛
出
る
を
…
得
さ
し
め
た
カ
ソ
リ
ッ
グ
の
活
規
匁
あ
る
運

動
を
も
兄
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
ド
イ
ツ
に
於
い
て
も
七
〇
年
前
後
に
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
の
祉
会

活
動
は
一
段
と
活
淡
に
な
り
、
【
貧
凶
摂
楓
民
の
救
済
運
動
や
、
マ
ノ
ー
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
瓢

ッ
の
僧
侶
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ケ
テ
ラ
ー
を
中
心
人
物
と
す
る
キ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ト
教
祉
会
主
義
面
識
の
展
開
に
そ
れ
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
運
動
を

文
面
織
あ
る
も
の
と
し
、
且
つ
は
ロ
…
マ
の
属
一
附
を
遼
識
量
山
タ
る
面
一
撫
的
…

手
段
と
し
て
、
七
〇
蕪
、
十
二
帰
十
三
日
目
は
じ
め
カ
ソ
リ
ッ
グ
入
民

党
（
調
p
｝
窪
。
黙
ψ
o
ゲ
Φ
く
。
涛
。
。
づ
¢
ユ
避
け
①
｛
）
と
い
N
、
後
に
保
守
人
民
党

（
図
。
轟
。
。
o
鴨
く
P
」
鋤
く
⑩
く
○
欝
ω
℃
節
冨
①
一
）
と
改
名
し
た
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン

タ
ン
的
政
党
が
中
央
覚
（
N
Φ
馨
回
．
ヨ
霧
鋼
玉
の
凶
）
と
し
て
改
め
て
発

足
し
た
の
で
あ
る
。
中
央
党
は
綱
領
と
し
て

　
一
、
瞬
家
の
基
本
的
構
成
は
連
邦
園
な
る
こ
と

　
二
、
す
べ
て
の
国
　
民
階
級
の
道
徳
的
並
び
に
物
質
的
幸
福
は
そ
の

　
　
　
力
に
応
じ
て
促
進
さ
る
べ
き
こ
と

　
三
、
政
党
は
根
木
的
な
主
義
に
よ
っ
て
結
党
す
べ
き
こ
と

等
を
か
エ
げ
た
が
、
隠
語
・
こ
の
綱
領
中
に
注
冒
す
べ
き
点
は
こ
の
政

柑
兇
が
聯
盟
に
数
会
と
そ
の
制
度
の
白
臼
由
と
独
立
の
w
為
に
特
別
の
課
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

負
っ
て
い
る
の
を
強
調
し
て
い
る
事
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
こ
の
政
党

の
…
特
異
な
立
…
陽
が
…
刊
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
元
∴
米
ド
イ
ツ
で
は

議
会
政
覚
乃
至
政
覚
政
潅
が
未
成
…
敦
艸
で
あ
わ
・
、
　
一
八
四
八
ひ
牛
の
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
圏
畏
議
会
で
も
厳
密
な
意
味
で
政
覚
と
い
う
名
に
値
す
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る
よ
う
な
の
ば
存
在
し
な
か
つ
距
と
い
っ
て
よ
く
、
理
念
的
結
合
半

休
の
み
が
あ
っ
た
。
し
か
し
七
〇
年
代
と
も
な
る
と
各
層
覚
と
も
一

｛
疋
の
一
驚
会
的
弁
説
を
有
す
る
に
至
り
、
．
採
る
も
の
は
保
即
寸
的
ユ
ン
カ

ー
贋
の
上
に
、
或
．
い
は
市
民
的
イ
ン
テ
リ
暇
の
上
に
、
又
労
働
階
級

の
上
に
域
思
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
中
血
八
覚
の
み
は
依
然
…

政
党
的
細
事
…
よ
ゆ
も
齋
が
教
的
利
蛮
儲
を
．
代
表
す
る
団
体
の
色
彩
を
強
く

示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
政
覚
自
選
が
主
体
性
を
も
た
ず
、
ア
ル
ペ

ン
の
彼
・
万
か
ら
の
指
令
で
動
く
も
の
で
、
ウ
ル
下
ラ
モ
ン
ク
ン
酌
性

鰭
…
を
反
映
し
て
統
】
墨
家
に
反
対
し
、
聯
邦
制
に
賛
訳
し
て
い
惹
。

薄
い
換
え
れ
ば
園
籏
、
領
民
、
階
級
等
の
利
茶
を
代
表
す
る
敗
覚
と

し
て
の
山
野
賀
的
な
面
が
極
め
て
薄
か
っ
た
と
い
え
る
偽
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
動
き
に
荊
濾
し
て
μ
ー
マ
か
ら
爆
弾
的
決
議
が
発
表
さ

れ
て
い
る
○
中
央
党
の
結
域
に
翰
々
先
立
つ
七
〇
年
七
月
の
、
隠
名

な
「
法
王
不
誤
謬
論
」
　
（
．
d
一
脇
曳
臣
σ
桑
ユ
甑
ハ
㊦
津
萄
。
へ
ざ
瞬
一
昌
P
5
）
　
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ピ
ウ
ス
九
世
は
世
俗
権
に
優
越
す
る
法
王
の

立
場
覆
主
張
し
て
い
る
が
、
古
来
法
王
不
誤
謬
論
は
法
王
と
宗
教
会

議
の
い
つ
れ
が
優
先
ふ
タ
べ
き
で
あ
る
か
の
問
題
を
め
ぐ
り
し
ば
し
ば

齢
醐
争
さ
れ
陽
て
き
允
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
事
卜
し
い
も
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
ド
ィ
ッ
帯
闘
と
文
化
斗
争
（
広
実
）

　
が
、
　
こ
の
睡
「
代
に
か
玉
る
決
四
幅
が
一
公
献
恥
と
発
表
さ
れ
肺
か
∵
購
は
禽
一
世

　
を
驚
嘆
せ
し
め
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
め
、
中
央
覚
の
出
現
も
こ
れ

　
が
具
、
休
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
法
王
は
こ
の

　
ヴ
ァ
チ
カ
ン
宜
言
に
よ
っ
て
改
め
て
近
代
社
会
的
な
櫓
由
、
狸
．
性
、

　
科
挙
を
野
里
し
、
隠
家
教
会
を
決
定
的
に
否
定
し
、
更
に
こ
の
機
に

　
乗
じ
て
ロ
ー
マ
法
王
庁
の
翠
煙
と
権
威
を
増
進
し
よ
う
と
計
っ
た
。

　
　
旧
八
七
〇
年
と
い
う
年
は
民
族
主
義
が
決
定
的
な
勝
利
を
収
め
る

蒋
で
あ
る
。
瞥
仏
聞
の
急
変
に
よ
り
多
年
そ
の
保
護
に
あ
た
っ
て
い

．
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
軍
隊
は
皿
に
皿
ー
マ
を
引
揚
げ
よ
う
と
し
て

　
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
が
搬
退
し
た
後
の
イ
タ
リ
ア
の
行
動
敵
予
想
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
皿
喜
マ
が
イ
タ
リ
ア
に
併
合
さ
れ
る
の
は
法

王
の
帯
菰
愉
権
が
㌫
兀
金
「
に
轟
伏
落
一
，
る
雷
世
を
醜
鳳
映
∵
丁
る
。
法
王
帝
国
は
｛
魔

ち
に
そ
の
対
策
を
講
ず
る
必
要
「
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
め
砂
、
こ
の

第
二
歩
と
し
て
言
わ
れ
た
の
が
不
覚
謬
論
の
嘗
蹴
面
で
あ
り
、
法
王
は

全
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
教
徒
に
よ
び
か
け
民
族
・
羅
義
に
対
抗
し
よ
う
と
し

た
◎
従
っ
て
こ
の
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
決
螺
献
丈
は
艀
ボ
教
旧
教
唖
厩
よ
り
も
政

治
的
翼
な
国
的
が
斡
旧
い
と
…
構
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
僧
脚
侶
甑
患
も
「
心
の
南
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

で
は
新
口
教
義
に
反
対
し
て
も
、
外
湘
帥
一
附
に
は
…
服
従
に
碑
於
つ
た
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
三
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ド
ィ
ッ
帝
麟
と
文
化
斗
争
（
広
爽
）

で
あ
勤
、
　
「
意
志
な
き
役
人
と
し
て
は
随
分
達
の
信
念
に
反
し
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

問
題
に
ま
き
こ
ま
れ
隔
る
」
の
が
大
多
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
部
［
の

人
々
は
ー
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
内
部
か
ら
も
1
公
撚
と
こ
れ
に
・
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
　
　
　
　
　
　
”
　
　
　
　
璽

贈
を
と
な
え
て
い
る
。
，
ヴ
ァ
チ
カ
ン
決
議
に
先
立
つ
問
年
五
月
、
コ

プ
レ
ン
ツ
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
の
代
裁
は
ト
リ
エ
，
ー
ル
の
僧
正
に
建

霞
割
胴
を
擾
出
し
、
教
会
の
肖
由
と
独
立
の
為
に
罵
び
巾
世
的
な
R
神
学

的
圏
象
の
曹
に
還
そ
う
と
す
る
夢
を
中
止
す
べ
き
が
緊
急
事
で
あ
る

由
髪
磨
出
で
、
又
九
月
六
日
フ
ル
グ
に
集
合
し
た
僧
…
職
者
達
も
不
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

謬
説
に
反
対
の
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。
反
対
は
旧
教
勢
力
の
強
い

浅
々
で
も
見
う
け
ら
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
霜
粗
ボ
イ
ス
ト
が
宗

」
教
㎞
外
の
欺
繋
か
ら
園
糖
猟
を
死
息
薩
す
る
㎏
購
の
柵
戸
明
を
｛
多
い
、
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
も
法
王
に
対
し
て
勧
告
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
樫
吻
ム
ロ
最
も
潅
麟
さ
れ
る
の
激
．
ド
イ
ツ
に
甜
於
け
る
カ
ソ
リ
ッ

ク
の
酋
都
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
中
心
に
展
開
…
さ
れ
た
「
古
カ
ソ
リ
ッ
ク

（
葺
け
一
（
Ω
δ
叶
賦
O
一
一
N
一
ω
回
一
P
償
の
）
」
の
立
場
で
あ
っ
た
。
即
ち
後
に
述
べ
る
よ

う
忙
文
化
闘
争
に
は
プ
・
イ
セ
ン
・
ド
イ
ソ
に
好
意
を
も
た
な
い
西

南
ド
イ
ツ
の
感
欝
納
対
立
が
多
分
に
混
入
さ
れ
て
い
る
が
、
古
カ
ソ

リ
ッ
グ
派
は
そ
れ
と
関
係
な
く
、
南
部
を
中
心
に
活
動
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
閥

あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
尊
ら
国
獄
教
会
蘭
な
ド
グ
マ
の
上
か
ら
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画

れ
た
反
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ン
の
運
動
で
あ
っ
た
。
デ
リ
ン
ガ
ー
を
首

領
と
す
る
仙
轡
学
叫
侃
沸
避
は
十
方
…
謬
漁
猟
を
瀞
泰
力
の
二
心
謄
臓
」
と
よ
ぶ
の
を
騨
騰

躇
せ
ず
、
ヘ
ー
フ
ェ
ル
は
ホ
ノ
リ
ウ
ス
一
轍
が
破
…
門
に
山
な
っ
た
静
…
…
剛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

を
引
用
し
て
不
誤
謬
論
の
矛
盾
四
を
つ
い
た
と
言
わ
れ
る
。
父
シ
ュ
ル

テ
ぽ
こ
の
決
議
を
批
評
し
て
、
そ
れ
が
肉
由
を
総
迫
し
償
…
仰
の
強
制

を
鷺
点
き
、
出
息
志
な
き
人
々
の
繍
置
型
》
的
㎝
な
法
王
へ
の
依
訂
仔
に
終
る
事
を

の
べ
、
か
触
る
嘗
コ
跨
が
非
キ
リ
ス
ト
教
，
的
で
且
、
非
’
道
徳
な
る
を
指
摘

　
　
　
　
撚
）

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
七
一
年
八
月
五
・
六
日
に
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
に
集
乏
し
た
結
果
「
新
教
義
．
め
不
法
且
無
資
任
」
を
宜
…
薪
し

「
爽
に
、
自
由
で
あ
る
為
に
イ
タ
リ
ア
で
な
く
、
ア
漉
ペ
ン
の
此
方
臨

で
行
わ
れ
る
宗
教
会
議
」
を
要
求
し
、
九
月
二
二
田
．
か
ら
三
業
開
に

わ
た
り
シ
ュ
ル
テ
を
”
餓
長
に
ウ
ト
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
、
フ
ー
幣
く
1
、
ラ
イ
・

ヶ
ン
ス
鰍
守
の
学
士
碗
を
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
撫
編
め
「
カ
ソ
リ
ッ
グ
鰍
小
槍
ム
諏
贈
蔽

（
と
蒔
Φ
ヨ
Φ
ぼ
㊦
ぬ
鱒
会
。
窪
。
密
く
Φ
コ
犀
○
野
⑳
騰
①
器
Y
を
開
催
す
る
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ

つ
た
。
そ
の
席
上
ラ
イ
ケ
ン
ス
ば
「
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ネ
ン
の
す
る

事
ぱ
我
々
の
葛
家
の
絶
滅
と
機
械
曲
人
闇
統
一
の
復
活
に
他
な
ら
な

い
。
法
王
は
麟
家
を
認
め
ず
、
唯
機
械
繭
に
支
署
す
る
絶
鮒
的
専
制

（370　）



・
王
義
の
み
が
あ
る
」
と
寓
目
め
、
不
誤
謬
撚
醐
を
ム
去
臨
鮒
に
否
、
落
し
て
い

⑬る
。
デ
リ
ン
ガ
ー
に
し
て
も
グ
ァ
チ
カ
ン
に
宗
教
会
議
が
召
集
さ
れ
、

そ
の
闘
的
が
出
口
げ
ら
れ
だ
時
｝
鋤
5
償
の
な
る
匿
名
を
用
い
て
堅
甲
⇔
も
の
け
一

酔
β
ヨ
§
鉱
朔
マ
。
ぴ
①
〃
を
発
表
し
て
い
る
が
、
グ
ー
チ
が
ヤ
踏
δ
7

⇔
回
議
糞
Ω
⇔
侮
魏
諺
酔
○
ユ
鋤
づ
ω
、
の
・
甲
で
こ
の
書
を
「
か
つ
て
ウ
ル
ト
ラ

絶
ン
タ
ン
に
向
け
ら
れ
た
歴
典
几
附
島
口
訴
…
の
エ
甲
で
最
も
圧
倒
∵
鮒
な
凸
も
の

で
あ
賢
、
早
速
墨
筆
の
中
に
数
え
ら
れ
た
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

手
厳
し
い
早
撃
の
眼
を
向
け
て
い
る
。

　
古
カ
ソ
リ
ッ
ク
ぞ
派
の
欝
欝
は
必
冨
つ
し
も
翻
机
脈
動
附
で
あ
っ
敷
／
4
の
で
は

な
く
、
聯
邦
主
義
者
や
共
和
主
義
者
も
多
か
つ
だ
点
よ
り
見
て
宗
教

酌
動
機
よ
り
為
さ
れ
た
運
動
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
チ
ー
グ
ラ

ー
の
欝
う
よ
う
に
馬
入
の
霞
由
と
学
問
の
総
理
を
護
ろ
う
と
す
る
ド

イ
ツ
精
神
の
表
現
で
あ
る
と
も
雷
い
得
る
で
あ
ろ
ヶ
。
彼
等
は
僧
侶

と
い
う
教
会
組
織
の
中
の
人
と
し
て
で
ぼ
く
、
多
く
が
客
…
観
性
に
支

え
ら
れ
た
算
者
で
あ
る
か
ら
双
法
王
納
態
獲
を
朋
確
に
表
明
し
得
た

と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
だ
け
に
本
来
ヴ
ァ
チ
カ
ン
宜
雷
の
最
大

の
強
敵
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
あ
る
が
喉
そ
の
量
的
勢
力
は
余

り
に
も
僅
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
金
盛
期
に
あ
っ
て
も
こ
の
派
に
属

　
　
　
　
　
　
ド
ィ
ッ
帝
関
と
丈
化
斗
争
（
広
実
）

・
ず
る
人
は
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
を
合
せ
て
三
一
〇
万
病
と
称
さ
れ
、
ド
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ロ

ツ
の
み
に
隈
る
と
七
八
年
に
五
万
二
千
人
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
以
後

年
々
減
少
し
て
八
一
一
年
に
は
三
万
五
千
人
を
出
る
も
の
で
ば
な
か
っ

た
。
こ
れ
を
総
人
口
の
三
割
か
ら
四
割
を
し
め
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
信
管

の
総
数
と
比
較
す
る
時
に
は
九
牛
の
一
毛
に
し
か
す
ぎ
な
い
存
在
で

あ
っ
た
。
古
カ
ソ
リ
ッ
ク
派
の
絶
対
数
の
小
な
る
纂
や
減
少
化
現
象
・

．
に
つ
い
て
は
こ
の
派
に
遡
切
指
導
者
が
欲
け
て
い
た
導
や
或
い
ぼ
隙
碁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

家
制
度
が
こ
の
派
に
不
利
で
あ
っ
た
華
に
原
閃
　
が
求
め
ら
れ
る
が
、

兎
も
〃
角
多
く
の
大
学
者
を
雛
㎝
し
な
が
ら
議
甑
閥
や
理
無
代
の
み
に
｛
定
り
、
　
　
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
7

社
会
的
地
盤
を
獣
い
て
現
実
か
ら
遊
離
す
る
結
果
に
終
っ
て
し
ま
つ
　
醍

て
い
る
。

　
以
上
の
如
く
、
ロ
ー
マ
教
会
は
一
部
カ
ソ
リ
ソ
ク
内
部
か
ら
の
反

対
に
識
慰
遇
一
し
つ
つ
A
も
、
世
俗
繭
新
い
会
帝
園
の
再
建
を
目
標
に
…
種
…
の

コ
ス
モ
。
ホ
リ
タ
ン
政
瓢
箪
を
強
聴
一
し
、
　
対
憾
塚
が
ド
．
イ
ツ
に
向
け
ら
れ
門
た

時
に
は
地
方
分
権
的
聯
邦
制
の
主
張
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
σ

　
十
九
世
紀
に
於
け
る
国
壕
…
と
教
会
の
…
闘
係
は
、
例
え
ば
「
腱
民
一

な
る
も
の
の
概
念
に
つ
い
て
も
爾
瀬
の
閥
に
全
く
異
る
も
の
が
あ
り
、

　
「
囲
壕
ご
を
解
釈
す
る
際
に
も
一
が
現
実
的
に
制
度
的
法
律
的
観
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
親



　
　
　
　
　
　
ド
ィ
ッ
帝
扇
と
文
化
斗
争
（
然
実
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

か
ち
見
る
に
反
し
、
他
は
精
神
的
理
念
納
に
見
る
等
、
根
本
酌
に
融

和
し
難
い
の
で
．
あ
る
。
し
か
し
い
つ
れ
に
し
て
も
近
代
国
家
た
る
以

上
ロ
ー
マ
の
主
張
を
そ
の
ま
エ
｛
谷
れ
る
の
ば
主
漁
…
の
一
部
を
糊
灘
漏
す

る
の
に
等
し
い
事
は
書
う
窪
で
も
な
い
。
こ
の
当
時
急
進
的
な
社
会

か
ら
は
社
会
革
命
的
見
地
よ
り
国
家
内
の
宗
教
を
全
く
公
認
し
な
い

思
想
さ
え
も
生
れ
て
き
て
い
る
。
一
八
六
九
年
八
月
「
雪
笹
民
主
野

選
党
（
昆
①
ω
o
N
芭
瀞
讐
◎
す
9
）
鉱
ω
o
び
①
》
3
Φ
騨
9
答
蝕
）
」
の
ア

イ
ゼ
ナ
ハ
綱
領
・
中
の
、
照
家
か
ら
教
会
を
分
離
し
一
教
会
か
ら
学
校
を

分
離
す
る
　
（
↓
話
コ
昌
鋸
⇒
α
q
畠
①
場
閑
搾
。
び
。
〈
o
ヨ
ω
富
暮
門
葺
焦

↓
残
①
⇒
鋒
β
鐵
ひ
q
自
①
同
ω
O
財
三
〇
〈
O
ロ
価
Φ
H
囲
袴
O
び
⑦
）
と
い
う
項
国
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
の
思
想
の
最
噌
朔
の
要
求
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
過
去
の
世

、
界
に
見
ら
れ
る
世
俗
権
と
教
会
権
の
争
や
、
闘
争
に
於
い
て
ビ
ス
マ

ル
ク
難
冠
の
国
璽
凶
レ
だ
・
と
ご
ろ
、
と
は
同
一
の
田
心
舳
懲
境
根
搬
一
に
依
る
も
の

と
見
な
し
難
い
が
、
我
々
ぽ
少
く
と
も
こ
の
寮
実
か
ら
法
王
の
櫨
構
く

思
想
と
政
策
が
如
何
に
世
界
史
的
な
歴
史
区
会
の
動
向
と
離
れ
て
い

る
か
を
知
b
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
ビ
ス
マ
ル
ク
帝
国
に
一
於
け
る
ド
イ
ツ
国
家
の
本
質
が
プ
ロ
イ
セ
ン

的
性
柊
…
を
墓
礎
と
し
て
成
立
し
て
い
た
事
は
断
る
ま
で
も
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
．

そ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
、
・
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
ビ
ス
マ
ル
ク
政
権
の
支
野
望

な
っ
て
い
た
の
は
上
属
的
市
罠
階
級
で
あ
っ
た
。
こ
の
階
級
は
陶
昆

統
一
を
・
葱
興
し
つ
つ
一
議
力
で
は
ド
イ
ツ
一
社
会
の
次
駄
太
ぺ
王
蕪
軸
化
を
す
蕊

め
る
指
導
的
役
劇
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
急
進
派
と
対
立
し
、

そ
の
意
味
で
は
ユ
ン
カ
ー
隅
と
妥
協
す
る
傾
向
に
あ
る
。
が
、
同
縛

に
封
建
的
ユ
ン
カ
ー
と
は
全
く
違
っ
た
原
理
の
上
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
層
に
理
念
的
指
導
を
与
え
た
と
陣
…
筒
わ
れ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
二
皮
攣

派
の
思
想
を
研
擬
す
る
事
は
上
越
的
…
市
民
階
級
が
国
蒙
…
と
宗
教
の
問

題
姦
煮
梅
、
叉
そ
れ
が
如
何
三
根
讐
・
る
も
の
で
蒙
蹴

か
を
解
明
す
る
上
に
意
義
少
な
い
事
で
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
，
（

　
ナ
ポ
レ
オ
ン
征
服
後
、
ド
イ
ツ
閃
民
の
切
な
る
願
は
自
由
と
統
一

で
あ
る
点
で
は
一
致
し
た
が
、
統
一
を
完
成
し
、
引
い
て
は
ナ
ポ
レ

オ
ン
か
ら
の
自
由
を
獲
得
す
る
方
法
に
関
し
て
は
オ
ー
ス
タ
リ
ー
中

心
の
大
ド
イ
ツ
主
義
と
プ
p
イ
ゼ
ン
卑
小
ド
イ
ツ
主
義
に
分
れ
て
い

た
。
ベ
ロ
ウ
は
「
小
1
3
イ
ツ
史
家
の
特
質
ぱ
旺
盛
な
る
生
活
と
具
体

的
な
政
治
…
圏
標
の
樹
立
に
あ
る
。
そ
の
目
的
と
は
、
即
ち
立
憲
制
旋
、

国
民
国
家
的
国
家
の
形
蔵
、
プ
ロ
シ
ア
に
よ
る
働
蜂
酌
に
統
一
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
ド
イ
ツ
国
繭
菰
の
建
設
等
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
小
ド
イ
ツ



攣
派
を
「
一
貫
し
て
流
れ
る
も
の
は
目
的
達
成
の
為
の
プ
ロ
イ
電
ン
中

心
と
い
う
現
実
観
で
あ
っ
た
。
、
浩
き
日
の
ト
ラ
イ
チ
ケ
が
生
活
に
文

学
間
に
師
と
仰
い
だ
グ
ー
ル
マ
ン
に
し
て
・
も
、
「
プ
翼
シ
ャ
が
ド
イ
ツ

に
於
い
て
指
導
酌
位
濫
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
に
最
も
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

汎
な
文
献
学
的
基
礎
を
玄
人
た
」
ド
ロ
イ
セ
ン
に
し
て
も
、
プ
ロ
イ

セ
ン
に
よ
ら
な
け
れ
ば
統
一
が
域
押
し
難
い
と
い
う
纂
実
か
ら
串
発

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
理
念
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
か
つ
允
。
し

か
し
ト
ラ
イ
チ
グ
の
有
名
な
「
国
家
権
力
説
」
が
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド

イ
ツ
の
政
策
に
学
問
”
的
基
盤
を
与
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
．
ち
に
小

ド
イ
ツ
学
派
が
プ
皿
イ
セ
ン
的
な
軍
事
的
・
権
力
酌
暴
言
に
期
待
を

害
せ
て
い
た
と
瓢
4
5
え
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
彼
等
は
確
に
．
7
ロ
イ
セ

ン
の
カ
を
信
じ
て
ば
い
た
が
、
彼
等
の
希
望
し
た
も
の
は
む
し
ろ
慮

由
∵
王
義
的
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
る
統
一
で
あ
っ
た
。
三
更
叙
述
に
よ
る

よ
り
も
実
際
政
治
家
と
し
て
名
声
を
博
し
た
ダ
．
ー
ル
マ
ン
は
三
月
革

命
に
際
し
て
憲
法
政
治
…
を
要
求
し
、
そ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
中
心
思
想
も

プ
賃
イ
セ
ン
ヘ
ゲ
モ
一
一
i
に
よ
る
寅
由
な
五
爵
の
建
設
に
照
標
を
お

　
　
　
　
　
　
⑲

く
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
も
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
家
…
の
も

と
に
ド
イ
ツ
を
統
一
す
る
事
を
公
賞
し
て
は
い
る
が
、
決
し
て
プ
翼

　
　
　
　
　
　
ド
ィ
ッ
帯
悶
と
丈
化
斗
争
（
広
実
）

イ
セ
ン
」
権
力
国
家
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
　
一
、
プ
ロ
シ
ャ
に
よ

る
、
し
か
し
叉
プ
ロ
シ
ア
を
犠
牲
に
し
て
の
、
プ
ロ
シ
ャ
を
破
．
壊
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
の
ド
イ
ツ
絃
二
を
見
ん
と
貸
し
允
」
の
で
あ
る
。
換
…
饗
す
れ
ば
撫

由
主
義
に
立
脚
聞
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
み
が
ド
イ
ツ
統
一
の
イ
ニ
シ
ァ

掌
．
チ
ブ
を
と
る
権
…
利
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
何
に
も
ま
し
て
自
由

と
統
一
を
最
高
劉
的
と
す
る
時
、
現
実
の
間
題
と
し
て
は
プ
ロ
イ
セ

ン
の
力
－
一
特
に
軍
事
的
な
一
蓋
に
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
し
て
も
結
局
は
そ
こ
に
落
若
く
の
で
あ
っ
て
、

彼
は
彼
の
傑
作
「
ヨ
ー
ク
将
軍
伝
」
で
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
隊
の
道
徳
性

を
強
調
す
る
事
に
よ
っ
て
統
一
が
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
隊
の
助
力
で
為
さ

れ
る
事
を
間
接
酌
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
プ
μ
イ
セ

ン
学
派
の
物
心
想
で
は
、
彼
等
が
現
実
的
で
あ
る
故
に
、
力
と
善
と
が

結
合
さ
れ
て
い
つ
門
燈
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
ド
イ
ツ
の
十

九
世
紀
の
麻
牒
史
か
ら
或
程
丁
合
こ
れ
を
理
二
歳
禺
来
る
の
で
あ
る
〇
一
睨
年

の
ド
ロ
イ
ゼ
ン
も
国
家
の
興
隆
が
、
欄
人
的
な
意
志
や
力
だ
け
で
ば
不

可
能
で
あ
り
、
家
庭
内
で
の
愛
の
如
風
、
儒
実
性
の
償
仰
に
於
け
る

如
く
、
権
威
こ
そ
が
圏
家
盤
…
命
の
精
，
髄
で
あ
る
と
儒
ず
る
に
蚕
つ

　
⑳

た
。
　
「
再
臨
の
本
質
は
第
一
は
権
・
力
で
あ
り
、
第
二
に
権
力
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七

C　373　’）



　
　
　
　
　
　
ド
イ
ツ
帝
繭
と
丈
化
斗
争
（
広
実
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

第
三
に
も
亦
権
力
で
あ
ゑ
と
説
い
た
ト
ラ
イ
チ
ヶ
は
勿
論
国
家
権

力
説
の
最
高
蜂
に
立
つ
人
で
あ
る
が
、
彼
に
し
て
も
自
由
主
義
者
と

し
て
出
発
し
癒
。
　
「
満
由
論
」
を
奨
表
し
、
ミ
ル
ト
ン
、
．
〈
イ
翼
ン
、

レ
ッ
シ
ン
グ
等
の
文
人
を
研
究
対
象
に
し
た
彼
は
、
．
個
人
的
塁
壁
と

国
誘
畠
が
讐
レ
て
い
％
と
い
う
ド
イ
ツ
特
有
の
形
に
於
い
て

で
は
あ
っ
た
が
或
意
味
で
は
直
由
主
義
者
と
よ
ば
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
謂
三
二
立
憲
政
治
を
慧
と
す
る
繁
・
独
裁
趣
向
の

一
強
い
ビ
ス
マ
ル
ク
に
嬉
意
を
よ
せ
な
か
っ
た
の
は
蜜
然
と
い
え
よ
う

。
け
れ
ど
も
彼
も
亦
現
実
家
と
し
て
の
転
換
が
行
わ
れ
る
。
国
家
四

姓
異
現
の
為
に
は
現
状
よ
ゆ
見
て
、
或
種
の
手
段
は
む
し
ろ
必
要
と

さ
れ
る
に
回
り
一
転
し
て
ビ
ス
マ
ル
ク
の
狂
信
者
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
プ
翼
イ
セ
ン
紫
派
の
人
々
は
自
曲
主
義
酌
見
地
よ
り
出
て
、
国
民

墨
家
的
統
一
を
熱
望
す
る
に
至
る
。
　
コ
因
家
の
最
高
財
と
し
て
の
自

　
　
　
の

由
と
統
一
」
と
い
わ
れ
る
場
合
、
自
由
と
統
一
は
閲
価
値
を
も
つ
も

の
で
は
な
く
し
て
先
づ
統
一
国
家
が
必
要
と
見
ら
れ
た
。
統
一
国
家

達
成
の
最
大
の
障
害
肉
そ
れ
ば
反
二
二
主
義
的
と
見
ち
れ
、
同
時
に

聯
邦
国
家
を
・
乙
張
す
る
オ
ー
ス
タ
リ
ー
の
存
在
で
あ
診
、
又
こ
の
オ

ー
ス
ト
リ
ア
の
足
場
に
親
懊
神
南
榔
を
利
用
す
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

つ
だ
。
ジ
ー
ベ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
及
び
オ
ー
ス
タ
リ
ー
を
嫌
悪
し
三
審

で
有
名
で
あ
る
が
、
彼
の
｝
醐
園
…
へ
の
嫌
戴
心
は
反
岡
家
的
影
繍
圃
と
腐
塁

壁
・
究
の
敵
と
R
見
な
し
充
カ
ソ
リ
ッ
グ
の
嫌
悪
に
棉
…
な
ら
な
か
つ
丸
の

で
あ
り
、
法
王
至
上
主
義
者
に
し
て
同
時
に
ド
イ
ヅ
の
愛
園
者
と
．
な

る
事
は
不
可
能
で
、
人
は
塾
帝
乏
法
王
の
二
人
の
主
人
に
一
蒔
に
融

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

え
る
嶺
は
爵
・
来
ず
、
ど
ち
ら
か
を
選
撰
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
、
瓦
π
。

軍
纂
的
に
で
は
な
く
政
治
的
、
道
徳
納
方
法
に
よ
齢
1
3
イ
ツ
統
一
を

思
う
が
故
に
ビ
ス
マ
ル
ク
政
策
に
反
対
し
た
彼
で
は
あ
っ
た
が
、
中

央
覚
の
進
出
に
驚
き
、
文
化
闘
争
に
際
し
て
は
ト
ラ
イ
チ
グ
と
回
阿
じ

く
ビ
ス
マ
ル
グ
の
支
持
者
と
な
っ
て
地
方
議
会
に
入
っ
て
い
る
。
丈

化
闘
争
に
火
を
点
…
じ
た
人
と
称
さ
れ
る
ト
ラ
イ
チ
ケ
の
カ
ソ
リ
ッ
ク

観
は
よ
め
徹
底
し
て
い
る
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
あ
っ
て
カ
ソ
リ
ッ
ク

的
澱
境
が
国
家
を
飢
分
割
せ
し
め
垢
の
を
体
一
験
し
た
彼
は
、
穴
四
年
に

「
聯
合
国
家
と
統
一
国
家
（
じ
d
琶
脅
。
。
ω
3
暮
§
傷
毘
9
簿
。
・
叶
器
け
と

を
世
に
間
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
ド
イ
ツ
統
一
を
妨
げ
る
も
の
は
ユ

ン
カ
ー
的
気
分
と
カ
ソ
リ
シ
ズ
ム
で
あ
b
、
v
ー
マ
法
王
庁
の
み
が

ド
イ
ツ
を
単
な
る
地
理
酌
表
現
に
留
ま
ら
し
め
ん
と
し
て
い
る
と
し

海
。
又
フ
ラ
イ
タ
ー
ク
に
あ
て
た
手
紙
で
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ

〈．　；37・1　）



ス
タ
ン
ト
の
常
州
は
一
般
の
人
が
想
像
し
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に

深
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
曇
る
教
義
の
相
違
と
い
う
よ
う
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
な
く
し
て
奴
隷
と
知
的
輿
由
と
の
差
で
あ
る
と
ま
で
の
べ
て
い
る
。

　
以
．
上
上
履
市
民
階
級
の
理
念
的
指
導
者
で
あ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
学
派

の
思
想
か
ら
う
か
が
え
る
如
く
、
彼
等
は
決
し
て
宗
教
そ
の
も
の
を
－

否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
反
自
由
的
で
あ
り
、
反
統
一
的

態
慶
に
揖
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
政
策
に
ナ
イ
ン
を
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。

従
っ
て
不
誤
謬
宣
…
葺
に
秘
め
ら
れ
た
宗
教
権
の
独
立
の
如
き
は
当
撚

許
せ
る
も
の
で
は
な
か
つ
か
門
。

　
が
教
会
か
ら
見
れ
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
ヘ
ゲ
モ
燕
一
を
許
す
こ
と
は
教

育
、
結
婚
、
葬
儀
等
の
日
常
生
活
に
多
年
に
わ
た
っ
て
奥
深
く
は
っ

た
力
を
う
ば
わ
れ
る
事
を
意
味
し
、
そ
れ
は
ウ
ル
ト
ラ
モ
ン
タ
ネ
ン

に
は
耐
ゆ
る
べ
か
ら
ざ
る
購
に
思
え
る
。
か
く
し
て
間
題
ば
反
プ
皿

訓

イ
セ
ン
感
梼
と
結
び
つ
い
て
い
ρ
た
。

　
元
来
親
仏
、
土
壌
的
で
伝
統
的
に
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
勢
力
の
強
い
南

独
と
新
教
的
で
グ
ー
ソ
ヘ
ル
的
プ
ロ
イ
セ
ン
的
北
独
の
間
に
は
文
化
、

宗
教
、
感
幣
、
社
会
構
造
の
上
に
対
立
が
兇
ら
れ
る
事
は
明
か
で
あ

る
。
北
海
…
髪
横
ぎ
つ
て
詣
米
る
関
口
光
を
の
ぞ
む
北
独
と
フ
ラ
ン
暖
め
イ
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ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
期
胃
袋
す
る
南
．
独
の
間
…
に
は
、
如
何
に
ト
ラ
イ

チ
ヶ
が
解
放
戦
師
筆
で
ド
イ
ツ
一
諸
国
民
闇
闇
の
猜
疑
心
や
嫉
〔
妬
は
消
え
失

せ
た
と
強
調
し
て
も
越
え
る
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
り
、
　
「
．
〈
イ
エ

ル
ン
、
シ
舐
．
〈
i
ベ
ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
下
、
ザ
グ
セ
ン
は
特
別
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

プ
ロ
イ
セ
ン
嫌
悪
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
」
ロ
…
マ
が
最
後
の
武
器

と
し
た
も
の
は
南
…
北
1
3
イ
ツ
め
対
立
で
あ
っ
た
。

　
ド
イ
ツ
は
七
一
年
置
遂
に
ド
イ
ツ
墨
焼
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ

は
あ
く
醤
で
も
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
で
あ
っ
だ
。
七
一
年
に
発
布

さ
れ
た
憲
法
は
「
ド
イ
ツ
帝
国
憲
法
」
と
称
し
な
が
ら
も
北
ド
イ
ツ

聯
…
邦
蛾
思
法
を
拡
張
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
皇
帯
も
単
・
に
婆
帝
の
称
曇

を
有
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
の
地
位
を
い
く
ら
も
出
［
た
も
の
で
な
く

、
各
邦
鱈
主
は
依
然
そ
の
邦
内
の
主
権
者
で
あ
っ
た
。
憲
法
の
中
で

も
そ
の
羅
文
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
園
王
睡
下
ぱ
北
ド
イ
ツ
聯
邦
の
名
に

於
い
て
云
々
」
と
称
し
、
北
ド
イ
ツ
中
心
主
義
で
あ
る
の
を
明
示

し
、
聯
邦
制
を
採
用
す
る
事
に
よ
っ
て
地
方
的
な
パ
ー
テ
ィ
ク
ユ
ラ

リ
ス
ム
ス
を
十
分
に
克
服
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
結
局

マ
イ
ネ
ッ
グ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
ド
イ
ツ
懸
鯛
は
古
プ
・
イ
セ
ン

的
軍
事
國
家
の
カ
に
よ
っ
て
創
ら
れ
、
慮
由
主
義
的
暴
民
運
動
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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い
に
利
㎜
用
は
さ
れ
た
が
、
率
直
に
い
っ
て
指
導
的
と
は
認
め
難
か
っ

た
。
そ
し
て
帝
国
は
国
家
を
懸
礎
づ
け
た
カ
に
よ
っ
て
大
部
分
、
叉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
全
く
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
o
プ
、
ロ
イ
セ
ン
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
．
反

対
し
だ
南
独
諸
邦
の
最
も
恐
れ
だ
も
の
が
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
、
殊
に
古
プ
ロ
イ
セ
ン
的
性
格
を
強

く
親
わ
し
、
独
立
し
だ
諸
邦
の
結
合
体
で
あ
っ
三
七
｝
年
の
ド
イ
ツ

帝
閣
は
内
に
多
田
く
の
矛
盾
一
を
含
み
、
続
一
ぱ
未
完
成
な
る
統
一
で
、

未
だ
圃
畏
国
家
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
帝
国
で
は
な
か
っ
た
。
最
初
ビ

ス
．
マ
ル
ク
が
手
軽
に
処
理
し
得
る
と
考
え
た
闘
争
が
、
意
外
に
発
展

し
ビ
ス
マ
ル
ク
の
行
∵
万
を
瞳
目
つ
た
根
本
原
閃
［
は
、
ロ
ー
マ
爲
体
の
力

．
よ
ゆ
恵
、
ド
イ
ツ
自
身
の
内
的
な
悶
題
に
あ
っ
だ
と
い
う
事
が
出
来

よ
う
。

賎①
霞
舞
。
δ
曽
国
ユ
◎
戸
O
欝
。
〈
自
⇔
げ
凶
ω
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ぎ
田
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①
⇒
ロ
昌
儀
ω
o
癌
研
⑦
降
Q
り
霞
α
ヨ
ニ
拶
瞬
Φ
ロ
鳥
①
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μ
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ω
．
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③
以
下
の
べ
た
如
く
、
こ
れ
ら
の
運
動
は
そ
の
名
称
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
う

　
な
鞭
会
憲
義
酌
運
動
で
は
勿
論
な
い
Q

①
漆
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①
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⑤
事
実
そ
の
入
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に
フ
ラ
ン
ス
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が
退
い
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後
、
イ
タ
リ
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は
二
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マ
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含
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い
る
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⑨
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来
ボ
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カ
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リ
ッ
ク
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中
心
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で
あ
っ
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が
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カ
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リ
ッ
ク
派
の
濟

　
躍
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⑯
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纂
・
出
火
ダ
ー
ル
マ
ソ
の
「
政
治
学
（
℃
o
簿
斧
）
」
は
北
ド
イ
ツ
自
由
∵
館
勲
城
轟
弔

　
の
バ
イ
ブ
ル
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
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ダ
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⑳
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貯
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ω
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襯幽

A
ビ
ス
マ
ル
ク
の
立
場

　
「
彼
の
筆
・
か
ら
ぱ
偽
め
の
誉
葉
は
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ど
ん
な
疑

も
彼
の
真
実
性
の
前
に
は
消
え
て
し
ま
っ
た
」
と
奮
わ
れ
、
叉
「
結

　
　
　
　
　
　
ド
イ
ツ
帝
國
と
丈
化
斗
争
（
広
実
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

婚
黒
剛
の
ビ
ス
マ
ル
ク
の
心
爪
教
上
の
発
展
に
関
み
タ
る
決
定
酌
「
な
更
料
」

と
さ
れ
る
ビ
ス
マ
ル
ク
の
求
婚
の
年
・
紙
に
は
、
次
の
如
く
の
べ
て
あ

る
。
「
私
の
教
育
は
、
何
よ
り
も
さ
き
に
悟
性
を
発
達
せ
し
め
、

実
縦
的
な
知
識
を
い
ち
は
や
く
身
に
つ
け
よ
う
と
い
う
観
点
の
も
と

に
行
わ
れ
て
・
来
允
の
で
す
。
宗
教
の
教
習
に
は
あ
読
り
規
…
刈
正
し
く

出
席
ぱ
し
蜜
せ
ん
で
し
た
し
教
え
ら
れ
る
こ
と
も
よ
く
わ
か
ら
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
十
六
才
の
誕
生
観
に
シ
ュ
ラ
イ
ェ
ル
マ

ッ
ヒ
ェ
ル
に
よ
っ
て
按
手
礼
を
さ
づ
け
ら
れ
陣
し
た
。
そ
し
て
そ
の

頃
は
純
然
た
る
理
神
論
よ
り
ぽ
か
は
な
ん
ら
の
信
仰
を
持
っ
て
を
動

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
湾
え
の
中
に
は
や
が
て
汎
神
論
的
な
溝
え

も
窪
じ
っ
て
来
た
の
で
す
。
私
が
無
関
心
か
ら
で
は
な
く
、
い
ろ
い

ろ
と
深
く
考
え
を
め
ぐ
ら
し
π
あ
げ
く
に
、
幼
瞬
か
ら
の
習
慣
で
あ

る
毎
臨
睨
の
い
の
り
を
や
め
為
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
だ
い
た
い
こ
の

蒔
分
で
し
た
。
い
の
り
と
・
い
う
も
の
は
ど
う
も
神
の
本
質
に
つ
い
て

の
私
の
湾
え
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
な
ぜ

な
ら
、
い
の
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
遍
満
性
に
応
じ
て
一
切
を
、

か
く
し
て
私
の
思
想
と
意
思
と
の
一
々
を
生
み
臨
す
と
こ
ろ
の
神

が
、
い
わ
ば
私
を
通
じ
て
神
自
身
に
ま
で
い
の
る
と
い
う
こ
と
に
な

七
一
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る
か
ら
で
す
。
或
は
こ
う
も
考
え
ら
れ
だ
の
で
・
ず
。
即
ち
、
泓
の
意

志
が
神
の
意
志
と
独
立
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
人
聞
の
願
い
に
よ
っ

て
神
の
お
ぼ
し
め
し
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
で
で
き
る
と
思
い
込

む
の
ば
ム
〈
そ
れ
た
．
考
え
で
も
あ
る
し
、
一
奥
に
晶
轡
の
御
　
評
嚇
議
の
不
変

性
、
び
い
て
は
完
全
性
を
う
た
が
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
L
「
一

つ
の
天
啓
宗
教
を
い
っ
か
信
仰
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
私
に
は

不
可
能
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
．
八
イ
ブ
ル
は
私
に
と
っ
て
は
一
切

を
誕
明
す
る
力
が
あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
バ
イ
ブ
ル

、
．
数
私
に
と
っ
て
は
人
闇
の
手
に
な
っ
た
一
冊
の
書
籍
に
す
ぎ
ず
、
そ

れ
叢
嗣
む
と
、
私
は
い
つ
も
批
判
と
疑
い
と
の
憂
し
い
材
料
を
見
い

栄
誉
だ
窪
の
轟
・
」
と
・
即
ち
彼
は
あ
く
激
で
も
理
性
的

で
あ
ろ
う
と
し
て
お
め
、
進
ん
で
形
式
的
な
宗
教
を
否
定
し
、
　
「
有

神
論
と
汎
神
論
（
8
げ
。
凶
ω
ヨ
霧
信
●
℃
磐
夢
飢
ω
塩
煮
）
の
選
齢
を

行
っ
て
い
る
。
無
鉄
砲
な
行
動
や
決
闘
に
あ
け
く
れ
す
る
大
学
生
活

に
入
つ
か
7
彼
一
は
益
々
紬
押
の
世
界
に
鴇
爆
ざ
か
っ
た
が
、
そ
れ
も
一
、
時
的

な
も
の
で
あ
、
つ
て
、
や
が
て
再
び
宗
教
的
．
網
曳
気
に
還
っ
て
い
く
の

で
あ
っ
た
。
マ
リ
…
フ
ォ
ン
・
タ
。
ヂ
ソ
と
絹
知
る
よ
う
に
な
っ

た
彼
は
、
そ
の
後
唄
ム
久
の
死
に
直
面
レ
て
世
論
教
…
観
に
も
大
き
な
変
化

七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
お
こ
り
、
敬
慶
主
義
に
傾
い
て
い
つ
だ
。
こ
の
纂
を
回
想
し
て
彼

は
、
　
「
今
は
故
人
に
な
っ
た
女
友
達
が
璽
態
に
な
っ
た
と
い
う
報
知

を
受
け
て
、
私
の
胸
の
底
か
ら
、
と
か
く
の
理
窟
な
し
に
、
最
初
の

切
な
る
い
の
り
が
こ
み
あ
げ
る
よ
う
に
出
て
き
海
時
に
は
、
帖
簿
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

部
に
う
ご
め
い
て
い
た
所
の
も
の
が
生
命
を
お
び
て
き
た
の
で
す
」

と
述
懐
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
心
境
は
一
種
の
異
状
心
理
で
あ
ろ

う
か
ら
、
下
面
そ
の
ま
エ
を
信
ず
る
わ
け
に
ば
い
か
ぬ
で
あ
ろ
う

が
、
こ
の
一
事
を
以
て
し
て
も
被
が
全
く
の
無
神
論
者
で
な
い
事
は

断
書
出
来
る
で
あ
ろ
ヶ
。
そ
の
宗
教
観
は
理
論
的
で
、
敬
呈
主
義
的

傾
向
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
後
に
於
い
て
は
非
外
容
、
反
儀
礼
的

で
あ
り
、
根
太
「
酌
に
は
理
性
尊
重
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
い
え

る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
接
近
し
得
る
も
の
で

な
い
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
さ
’
り
と
て
彼
が
、
と
り
た
て
て
カ
ソ
リ

ッ
ク
に
敵
意
を
擁
購
く
理
由
も
見
い
だ
せ
な
い
Q
文
化
酬
闘
争
の
場
嵐
口
に

も
こ
の
纂
嫁
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
宗
教
性
を

弾
圧
し
よ
う
と
レ
允
の
で
は
な
く
、
政
治
的
判
断
か
ら
の
み
こ
れ
を

行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
、
く
、
熱
心
な
る
信
者
と
い
う
よ
り
も
理
性
的
絶
対
者
を
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探
究
す
る
立
場
に
近
か
つ
掩
の
で
あ
り
、
外
形
的
な
宗
教
等
は
む
し

ろ
第
二
義
賄
な
意
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
彼
に
ぼ
、
政
治
的
動
機
の

箭
に
は
漸
教
で
も
旧
教
で
も
大
し
允
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
．
〈
ウ
ム

ガ
ル
テ
ン
は
彼
の
宗
教
を
制
約
し
た
も
の
が
理
論
や
信
仰
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
て
実
際
的
契
機
増
あ
っ
た
旨
を
の
べ
て
い
る
が
、
例
え
そ
れ
が
趣

端
で
あ
る
に
し
て
も
確
に
彼
の
一
面
を
と
ら
え
た
も
の
老
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
故
前
記
の
如
く
は
じ
め
カ
ソ
リ
ッ
グ
懐
柔
策
に
出
π

り彼
の
真
意
も
、
詫
段
あ
皇
で
壌
箏
薯
て
、
慧
か
。
出

発
し
た
岡
調
で
，
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鼻
　
　
　
　
⑦

一
越
椿
…
を
露
温
掃
に
一
挙
す
画
竃
帝
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
を
鰍
一
力
制
御
す
る
一

方
、
熱
心
な
カ
ソ
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
皇
后
ア
ウ
グ
ス
タ
と
も
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

曲
な
世
界
観
の
対
立
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
レ
た
ビ
ス
マ
ル
グ
の
態
度
を
示
す
言
忌
を
帰
化
闘
争
に
近
い

時
代
か
ら
び
う
っ
て
み
て
も
一
、
ご
に
、
は
と
ど
髪
ら
な
い
。

　
幽
タ
で
に
一
八
穴
蔑
称
†
五
月
二
十
・
七
日
附
、
ア
ル
ニ
ム
へ
の
鞭
画
勤
労
に

も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
は
政
治
的
…
、
立
法
的
に
一
定
不
変
の
立
脚
点
が

あ
る
の
で
あ
り
、
教
会
の
出
来
事
を
教
会
内
で
処
澱
す
る
の
は
絶
対

財
由
で
あ
る
が
、
　
一
十
そ
の
限
蔑
を
越
え
て
教
会
が
麟
｛
菰
領
域
に
ま

ド
ィ
ッ
帝
擁
と
丈
化
斗
争
（
広
実
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
干
渉
し
よ
う
と
す
る
事
は
絶
対
に
拒
否
す
る
旨
を
説
い
て
を
り
、

回
想
録
の
由
丁
で
も
カ
ソ
リ
ッ
ク
一
教
徒
が
プ
ロ
イ
セ
ン
鷹
思
法
螺
〃
一
五
、

一
六
、
　
一
八
条
等
僧
侶
の
国
民
生
活
へ
の
支
配
隔
権
を
認
め
る
条
項
を

ド
イ
ツ
帝
圏
憲
法
に
も
そ
の
ま
N
保
留
す
る
審
を
強
く
希
望
し
允
際

の
纂
を
追
想
し
て
、
　
「
私
に
と
り
て
は
政
治
の
方
向
は
宗
教
的
属
的

の
為
に
定
め
る
の
で
は
な
い
」
と
卜
い
、
語
を
つ
い
で
、
そ
れ
で
も

宗
教
が
宗
教
界
の
世
界
に
肉
鍋
っ
て
い
た
限
め
に
於
い
て
は
覧
容
で

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
っ
領
事
を
述
べ
て
い
る
。
叉
七
一
年
二
月
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
で
の
演

説
で
、
其
分
を
ロ
ー
マ
教
会
の
敵
と
解
釈
・
ず
る
程
馬
鹿
げ
関
渉
は
な

い
と
い
玉
つ
つ
も
、
そ
れ
に
は
条
件
の
必
要
は
纂
を
は
っ
き
り
と
示

し
て
い
る
。
即
ち
七
五
年
の
ズ
ロ
ィ
セ
ン
議
会
で
精
霊
の
財
界
に
於

い
て
は
と
も
角
、
俗
界
に
あ
っ
て
は
人
は
法
王
よ
り
も
王
に
対
し
露

点
的
に
奉
仕
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
し
て
法
王
を
一
個
の
人
絡
と
見
た

彼
に
は
、
精
霊
界
の
み
に
問
題
を
限
っ
て
も
仕
え
る
対
象
は
神
な
の

で
あ
り
、
神
と
法
王
の
間
に
は
本
質
的
な
差
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
で

　
　
ゆ

あ
る
σ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
－

　
要
す
る
に
彼
は
新
帝
閣
の
成
立
を
機
と
し
て
園
家
権
力
を
躍
純
な

存
在
た
ら
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
め
、
そ
の
一
手
段
と
し
て
開
始
さ

七
三
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ド
ィ
ッ
帝
國
と
丈
化
斗
争
（
広
爽
）

れ
た
の
が
カ
ソ
リ
ッ
ク
え
の
挑
戦
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
闘
争
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
丈
化
闘
争
は
そ
れ
自
体
孤
立
し
だ
も

の
で
は
な
く
し
て
新
帝
国
育
成
上
夷
の
と
つ
友
諸
々
の
内
外
政
策
の

一
環
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
ユ
ン
カ
ー
滅
貝
族
の
立
身
で
あ
っ
た
彼
は
正
し
く
純
乱
枠
の
ユ
ン
カ
ー

で
あ
り
、
保
守
派
に
属
す
べ
き
人
で
あ
る
。
こ
の
彼
が
自
記
陰
嚢
政

…
党
の
上
に
立
っ
て
政
治
を
行
い
始
め
た
と
い
う
事
は
ド
イ
ツ
の
資
本

主
義
奨
金
に
力
点
を
お
い
允
と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
。
喰
問
題

は
、
彼
が
闘
争
中
最
大
の
味
方
と
し
、
そ
の
支
持
を
得
て
諸
政
策
を

行
っ
た
國
民
自
曲
党
の
性
霊
で
あ
る
。
照
民
自
由
党
獄
確
に
市
民
階

伽
蘇
餉
∵
蚊
認
冤
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
四
八
年
の
一
二
月
革
命
当
時
の
一
所
謂
…

裏
襟
派
か
ら
激
発
し
、
最
後
噛
で
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
事
の
出
来
な

か
つ
漁
政
党
で
あ
る
。
温
健
派
が
過
激
派
を
裏
切
り
、
支
配
的
階
級

と
要
注
し
た
と
．
い
う
歴
史
は
、
こ
の
政
党
が
常
に
プ
p
イ
セ
ン
的
性

格
と
妥
協
し
得
る
傾
向
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル

ク
が
ド
イ
ツ
帝
国
を
、
こ
の
層
を
蕪
盤
と
し
て
育
成
し
よ
う
と
し
た

事
は
、
西
南
ド
イ
ツ
の
犠
犠
に
於
い
て
、
依
然
と
し
て
資
木
主
義
ド

イ
ツ
に
プ
ロ
イ
セ
ン
を
お
し
つ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ド
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
閥

ツ
を
あ
く
ま
で
も
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
ィ
ッ
の
方
向
に
進
め
よ
う
と
す

．
る
意
図
を
も
つ
購
を
罷
明
す
る
の
．
で
あ
る
。

　
ビ
ス
マ
ル
ク
が
は
じ
め
プ
p
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
の
力
を
か
予
て
カ

ソ
リ
ッ
グ
に
当
る
時
、
そ
の
打
倒
が
さ
ま
で
困
難
で
な
い
と
老
え
て

い
た
事
は
明
か
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
麿
名
な
「
カ
ノ
ッ
サ
演
説
」

を
行
っ
た
と
い
う
事
自
体
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
「
ジ

ェ
ス
イ
ト
教
団
二
日
止
」
　
「
一
敷
面
法
」
、
　
「
教
育
縞
醤
理
法
」
プ
ロ
イ
セ

ン
照
隠
法
第
一
五
、
　
一
六
、
　
一
八
条
の
採
否
問
睡
、
三
ツ
の
五
月
法
、

「
市
民
婚
姻
法
」
或
い
は
闘
争
期
闇
中
に
行
わ
れ
允
選
挙
等
を
通
℃

て
規
わ
れ
た
結
果
は
予
想
以
上
に
そ
れ
が
困
難
な
も
の
で
あ
る
事
が

判
明
し
て
き
允
。
中
央
党
は
彼
の
予
想
に
反
し
て
避
挙
毎
に
躍
進
し

、
叉
違
法
行
為
と
し
て
罰
金
、
俸
給
停
止
、
輪
〃
留
（
解
職
、
懲
役
等

に
処
せ
ら
れ
た
僧
職
関
係
考
は
聯
盟
数
に
の
ぼ
勤
、
約
四
分
の
｝
の

牧
師
が
鋏
員
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
託
る
人
々
に
は
教

会
迫
害
に
思
わ
れ
祭
事
は
想
像
に
難
く
な
く
、
網
田
侶
の
殉
一
論
者
的
態

度
は
こ
の
種
の
人
を
励
ま
し
た
の
で
あ
る
。
パ
デ
ル
翁
ル
ン
の
僧
正

マ
ル
チ
ン
は
「
プ
翼
イ
セ
ン
や
．
〈
ー
デ
ン
で
魂
の
救
済
者
を
奪
わ
れ

た
人
は
、
勿
論
罪
を
僧
の
反
抗
の
結
果
を
せ
ず
、
岡
籏
の
処
置
に
よ
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る
・
も
の
と
す
る
。
そ
の
結
玉
第
一
に
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
反
抗
力
の
増
↑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

大
と
窺
う
必
撚
的
な
も
の
に
な
つ
だ
」
と
述
べ
允
と
い
う
。

　
ぜ
ス
マ
ル
ク
は
甚
し
く
苦
境
に
立
ち
、
七
二
年
末
か
ら
一
時
健
康

に
理
由
を
か
め
て
プ
ロ
イ
セ
ン
首
網
の
地
位
を
去
り
、
親
表
ロ
ー
ン

に
あ
て
た
手
紙
で
も
、
　
「
私
は
三
六
時
聞
も
眠
ら
ず
、
　
…
晩
申
毎
歳

が
お
き
㍑
入
…
候
の
激
変
に
も
拘
ら
ず
頭
は
灼
微
…
の
よ
う
に
な
っ
て
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
失
わ
れ
た
」
と
苦
悩
の
程
を
も
ら
し
て
細
る
の
で
あ
る
。

　
闘
鋲
が
か
く
も
複
雑
し
、
難
行
を
覆
め
た
原
因
に
つ
い
て
臓
、
ビ

ス
マ
ル
ク
肉
一
身
は
保
守
甜
冤
の
離
叛
、
韓
一
に
学
校
魯
脚
理
法
に
保
守
紺
冗
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

反
対
し
拠
購
を
あ
げ
て
い
る
し
、
親
カ
ソ
リ
ジ
ク
約
な
集
后
一
派
の

存
在
が
彼
の
処
理
を
困
難
に
し
た
購
も
湾
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
．
け

れ
ど
も
最
も
漆
器
郷
原
閣
は
更
に
他
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
す
で
に
の
べ
た
如
く
、
帝
国
面
立
後
、
国
民
自
由
覚
を
与
覚
と

し
て
出
発
レ
允
彼
の
政
策
は
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
の
そ
れ
で
あ
っ

だ
。
そ
し
て
丈
化
閣
闘
争
も
意
一
識
一
的
、
無
盤
慧
一
癖
　
附
に
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド

イ
ツ
の
拡
大
強
化
と
歩
調
を
合
せ
允
も
の
で
あ
っ
允
。
元
来
カ
ゾ
リ

ッ
ク
は
、
オ
L
ス
タ
リ
ー
や
西
齋
…
ド
イ
ツ
に
強
い
地
盤
を
有
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
ド
ィ
ッ
帝
顯
と
丈
琵
斗
争
（
広
実
）

が
、
闘
争
の
開
始
に
当
っ
て
ビ
ス
マ
ル
7
が
敵
左
Ψ
ー
マ
洪
王
と
中

央
覚
に
の
み
見
て
い
密
事
が
誤
で
あ
っ
允
。
ド
イ
ツ
帝
国
は
ビ
ス
マ

ル
ク
の
予
想
以
上
に
統
一
休
で
は
な
く
、
矛
盾
を
包
ん
で
い
た
。
ド

イ
ツ
帝
圏
の
成
立
は
そ
れ
漁
体
小
1
3
イ
ツ
派
の
勝
利
で
あ
っ
た
が
、

プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ソ
に
反
射
際
す
る
西
南
地
方
的
大
ド
イ
ソ
主
義
は

脚兀

S
に
克
…
脹
さ
れ
”
た
［
も
の
で
な
く
、
常
…
に
反
駁
的
κ
激
勢
を
示
し
得
る

の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
r
ば
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
肉
∵
王
性
を
護
ろ
う
と

す
る
運
動
は
大
ド
イ
ツ
主
義
運
動
と
結
び
つ
い
て
政
漁
的
、
社
会
的

問
題
に
確
聞
さ
れ
て
い
つ
海
の
で
あ
ゆ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
対
す

る
カ
ソ
リ
ッ
グ
の
翻
争
と
言
う
が
如
き
間
々
の
宗
教
性
は
遠
く
は
ず

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
中
央
党
、
或
い
は
カ
ソ
リ

ッ
ク
を
支
え
た
輿
論
も
カ
ソ
リ
ッ
ク
と
い
う
宗
教
を
支
え
た
も
の
よ

り
も
、
そ
れ
を
官
通
じ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
へ
の
威
心
櫓
…
を
吐
肺
亡
し
た
と
み
な

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
若
し
一
八
四
八
年
に
ド
イ
ツ
が
プ
ロ
イ
セ
ン

を
成
立
さ
せ
た
と
す
る
な
ら
、
今
度
は
一
八
六
六
年
に
は
プ
ロ
イ
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ン
が
ド
イ
ツ
を
成
立
さ
せ
た
」
と
願
わ
れ
る
根
本
的
性
格
は
そ
の
ま

エ
、
よ
り
強
く
七
｝
年
に
び
き
つ
が
れ
、
　
「
国
民
統
．
一
を
遂
行
し
た

内
に
あ
っ
た
内
部
的
対
立
は
仮
令
多
く
の
面
で
変
化
し
て
い
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五

（　381　）・



ド
イ
ツ
帝
羅
と
文
化
斗
争
（
広
実
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

も
、
爾
、
今
日
・
我
々
の
公
の
生
活
を
支
配
し
て
い
る
」
と
嘗
う
書
葉

は
、
文
化
闘
仰
箏
を
纐
…
容
幽
す
る
場
煮
m
に
も
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ビ
ス
マ
ル
ク
的
統
一
は
樹
根
本
的
な
問
題
を
未
解

決
の
童
Σ
残
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
國
内
的
に
現
わ
れ
た
最

初
が
之
の
闘
争
で
あ
っ
．
た
。
国
家
分
裂
主
義
に
打
撃
を
与
え
ん
と
し

た
彼
の
意
企
は
反
っ
て
国
家
分
裂
主
義
の
露
呈
に
と
ど
豪
つ
た
。

　
以
上
文
”
化
闘
争
の
由
丁
か
ら
、
1
3
イ
ツ
帝
国
内
の
分
邦
主
義
の
存
ぬ
仕

を
述
べ
て
き
た
が
、
以
下
蛇
足
的
に
闘
争
の
終
了
を
概
括
的
に
眺
め

て
み
た
い
。

、
闘
争
の
終
了
こ
そ
は
現
実
的
政
治
家
と
し
て
の
ビ
ス
マ
ル
ク
が
発

揮
さ
れ
る
場
で
あ
ろ
う
。
即
ち
外
交
上
で
は
開
争
を
「
反
教
権
・
王
乳

に
傾
く
謡
閣
を
大
同
麟
結
せ
し
め
て
教
権
王
・
義
の
巣
窟
た
る
フ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ス
を
孤
立
せ
し
め
よ
う
し
と
す
る
彼
の
根
本
方
針
に
そ
っ
て
は
じ
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
イ
タ
リ
ア
が
こ
れ
に
躍
．
篤
し
、
1
3
イ
ツ
が
再

び
フ
ラ
ン
ス
に
打
撃
を
与
＝
え
る
こ
と
を
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
　
パ
ワ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
。
原
則
か
ら
」
好
ま
な
い
イ
ギ
リ
ス
及
び
ロ
シ
ア
の
、
能
陥
慶
を
見
た
［
彼
は
、

問
題
を
強
引
に
鯉
川
決
す
る
の
不
利
を
感
じ
た
の
で
あ
り
、
園
内
的
に

も
漸
し
い
時
代
が
来
た
事
を
直
感
的
に
知
っ
た
。
　
一
方
で
は
社
会
主

七
六

義
が
非
常
な
勢
で
伸
長
し
っ
っ
あ
動
、
ノ
ビ
リ
ン
ク
の
皇
帝
暗
殺
未

遂
講
件
を
口
実
に
社
会
覚
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

し
、
他
方
で
は
白
回
由
主
義
政
策
の
時
代
は
す
で
に
過
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

闘
争
も
終
め
に
近
づ
く
頃
に
は
ド
イ
ツ
資
本
・
王
義
は
」
睡
沁
軌
道
に
．
の

わ
、
帝
国
主
義
時
代
が
迫
っ
て
き
て
い
る
。
自
由
貿
易
か
ら
保
護
関

税
へ
！
こ
の
為
一
に
に
は
自
由
∵
王
義
政
党
の
存
在
は
む
し
ろ
邪
魔
で
あ

っ
た
。
ベ
ニ
グ
ゼ
ン
の
入
閣
…
問
題
、
煙
草
専
売
問
題
等
で
国
民
肉
由

党
と
は
な
れ
て
い
っ
た
彼
に
は
新
た
な
味
方
が
必
要
で
あ
り
、
、
少
く

と
も
熱
｛
痢
の
対
立
は
避
く
べ
き
で
あ
っ
た
Q
ピ
ウ
ス
九
世
が
舐
を
去

り
、
’
七
〇
年
代
末
に
温
和
な
レ
ォ
十
三
が
位
に
つ
い
た
事
も
妊
都
合

で
あ
っ
た
。
自
由
主
義
と
結
ぶ
事
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
允
闘
争
は
肉
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

由
主
義
と
分
離
す
る
事
で
所
収
せ
ら
れ
て
く
る
。
闘
争
開
始
の
目
的

は
首
魚
に
終
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
小
を
捨
て
大
を
と
る
ビ
ス
マ

ル
ク
政
治
の
・
本
領
が
発
揮
「
さ
れ
る
の
で
あ
め
、
八
六
年
の
後
に
は
七

一
年
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
安
定
し
た
社
会
が
得
毎
れ
、
政
治
鮒
利

得
の
上
か
ら
い
え
ば
簡
単
に
こ
れ
を
ビ
ス
マ
ル
ク
の
失
敗
と
は
呼
び

得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
何
処
よ
り
来
た
り
、
何
処
え
去
る
と
も
’
戯
れ
な
い
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト

一　（38L））



甲

〆

．
の
光
線
に
も
比
・
ず
べ
滋
¢
ゾ
〕
ス
　
マ
ル
ク
研
蚊
浩
を
考
察
す
る
…
砺
ム
綴
に
は
、

・
唯
表
．
面
当
∵
な
結
果
の
み
か
ら
判
断
…
す
べ
き
で
は
な
く
、
帯
酌
に
彼
の
翫
思

図
立
脚
点
の
変
遷
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
で
の
観
察
な
必
要
と
す
る
で
あ

ろ
う
。

　
①
9
0
貯
①
o
昇
①
》
℃
境
Φ
信
霧
。
⇒
二
●
d
o
具
ω
o
窪
螢
昌
P
Q
α
・
笛
㊤
P

　
診
回
W
圃
ω
誉
ρ
見
O
貯
O
b
d
嵩
O
帖
O
自
2
昌
し
o
O
凶
⇒
O
切
目
9
信
け
ロ
ロ
ら
O
ρ
書
留
r
一
り
㎏
①
。
切
●
μ

　
（

　
　
塗
　
欧
B
ヨ
順
助
訳
　
ビ
ス
マ
ル
ク
寸
翰
抄
　
三
四
頁
以
下

　
幼
、
竃
①
剛
昌
Φ
O
汀
ρ
一
び
置
ご
ω
。
Q
ゆ
O
ω

　
爾
U
③
9
零
財
？
》
】
蒔
Φ
韓
。
貯
o
b
d
ご
瞬
胤
賢
日
夕
ρ
し
d
伽
・
＆
・
ソ
合
ピ
Φ
轟
き

　
　
切
訪
認
P
麟
卿
O
搾
ω
●
q
刈
①
跨
．
　
・
　
　
　
　
　
拶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヅ

．
⑤
・
b
ご
噛
ω
ヨ
臨
戦
O
H
（
ω
切
畿
O
咄
Φ
。
ω
・
駆
・
ビ
ス
マ
ル
ク
審
阿
翰
抄
　
四
〇
頁

⑥
切
錯
ヨ
鵯
ユ
㊦
p
じ
d
騨
ヨ
錠
鼻
ω
6
一
碧
ぴ
ρ
ω
・
刈

⑦
じ
d
一
。
。
導
鍵
o
r
O
Φ
貯
づ
冨
嵩
二
⇔
α
寄
一
員
δ
燕
口
謎
。
炉
．
巳
b
。
悼
ω
9
H
H

　
ω
・
慰
S

　
⑨
累
鍵
。
渥
ρ
切
溢
ヨ
銭
。
ぎ
ω
●
H
総
．
樹
ア
ウ
グ
ス
タ
阜
后
の
カ
ソ
リ
ッ
ク

　
　
支
持
に
は
大
い
に
困
っ
た
①
し
い
。

　
（
○
Φ
鳥
鈴
5
ぎ
タ
め
ユ
昌
昌
。
二
b
⇒
庫
・
H
同
ω
・
峯
ら
Q
）

⑨
国
銭
β
し
）
器
d
⑦
黛
ω
o
冨
幻
。
凶
。
マ
蟄
冠
N
o
口
回
W
同
ω
讐
鍵
。
蓋
・
ω
・
．
b
δ
一
・

⑳
O
Φ
島
斜
昌
ぎ
詳
国
誌
ロ
瓢
霞
・
b
5
P
一
り
ψ
H
ミ
，

⑳
剛
廊
諺
け
切
富
ヨ
賃
銑
届
釦
。
畠
。
口
（
カ
の
。
欝
舅
）
b
ご
幽
・
昌
ω
・
鵠
鵠
・
叉
こ
の
問

　
題
を
教
会
的
と
見
る
の
は
あ
や
ま
ゐ
で
隅
家
維
持
の
為
の
も
の
で
あ
り
、

ド
イ
ツ
帝
嗣
騨
と
文
化
斗
争
．
（
広
山
災
）
，

h，

　
教
会
を
圧
遺
す
る
翼
的
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
も
・
い
っ
て
い
る
。

＠
彼
の
ユ
ン
カ
ー
的
性
絡
は
し
ば
し
ば
説
か
れ
る
所
で
あ
り
、
被
自
身
も
許

　
婚
へ
の
手
紙
で
ユ
ン
カ
ー
禺
身
た
る
事
を
大
い
に
誇
っ
て
い
る
。
倶
し
彼

　
が
ユ
ン
カ
．
－
居
室
敷
策
に
と
ら
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
マ
ル
〃
ス
も
嘗
う
よ

　
う
に
糧
．
方
の
都
会
人
的
教
養
人
の
血
統
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
も
あ

　
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。

⑳
N
冨
範
0
5
U
δ
O
o
♂
血
豆
①
昌
二
唇
ω
o
巴
巴
o
p
、
ω
霞
α
諺
鉱
三
石
。
ジ
幹
癖
8
駿

　
こ
の
間
ク
ー
ル
マ
ソ
な
る
男
に
よ
る
ビ
ス
マ
ル
ク
暗
殺
事
件
が
建
っ
て
い

　
る
が
、
カ
．
ソ
リ
ッ
ク
系
の
「
ゲ
ル
マ
ニ
ア
紙
」
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

　
ば
、
こ
れ
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
教
会
欧
策
に
対
す
る
カ
ソ
リ
ッ
〃
の
怒
り
の

　
凝
結
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「

④
U
O
露
ω
o
び
①
》
臨
9
q
o
質
①
ヨ
。
じ
ご
δ
ぴ
q
ぼ
簿
層
営
。
ゆ
阜
胤
①
●
ω
・
H
ω
9
Q

（⑮
O
Φ
山
溝
顕
ぎ
国
国
臨
”
昌
窪
・
ゆ
自
・
踏
ψ
影
野
二
・
H
澤
～
軒
　
欝
七
二
年
一

　
二
月
．
．
＝
二
賃
ロ
ー
ン
へ
の
欝
翰
で
も
「
岡
内
に
於
い
て
私
に
都
合
の
良
い
．

　
地
盤
を
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
の
類
題
に
於
け
る
保
守
覚
の
施
知
的
逃
亡
に
よ
つ

　
て
失
っ
て
し
ま
．
．
つ
た
」
と
あ
る
。

⑯
嵐
。
ご
o
o
冨
u
小
笹
低
‘
ω
・
竃
・

⑰
罎
。
営
。
昆
ρ
一
ぴ
剛
鎌
4
ω
・
Q
。
ω
O
　
　
　
　
弓

⑬
神
川
彦
松
　
近
代
函
六
塵
治
史
下
巻
コ
　
六
七
頁

⑲
同
欝
　
　
六
ふ
ル
ー
七
一
頁

⑳
鑑
舞
簿
ω
」
げ
一
9
ω
」
δ
⑩

七
七
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St疑dies　inセhe　lnna董　S…星ver

　　　　　　　　　瓢量no

　　　　　　　　　　ノ玉’∫〃∫ルノ　（》li4c～4

　　’yhe　history　of　niin；’nsr　in　Japan　is

a　field　hitlierto　little　explored．　The

history　ot’　mining，　ets’pecially　the

increase　in　the　production　of　precious

metals　in　the　xvl－xvll　centuries　in

Japan，　is　an　important　historical

problem，　because　it　is　an　important

historical　problem，　because　it　is　qlosely

cennected　with　the　econonomic　deve－

lopment　of　this　country　in　moclern

times　ancl，　in　this　sense，　with　world

history．　X￥hen　we　take　up　the　p’窒?Ｃ撃?ｉ?

of　silver　procluction　at　the　lnnai　mine

we，have　to　mial〈e　inve3ticgation　into

the　systein　of　ownextsl｝ip　dy　the　feudal

lord，　the　inode　of　production，　etc．，　in

the　light　of　the　stages　of　develoPエnent

of　mining　in　Japan．　This　naturally

leacls　to　the　comparison　of　the　com－

parison　of　the　lnnai　silver　mine　witli

other　inines．　In　view　of　the　fact　tliat

there　are　on］y　few　niines　whose
histoflcal　records　are　better　preserved

．than　the　1nnai　：nine，　a　close　investig－

at三〇n　of　its　history　seeエns　to　constitute

the　prerequisite　to　understanding　the

clevelopment　of　inining　in　Japan．　The

present　article　consists　of　four
chapters：　1．　Tlxe　Mechanism　of　Ow－

nership；　II．　The　Form　and　System

of　Procluction　；　III．　Trends　ln　Silver

Production；　IV　The　Struct’浮窒?　of　the

l）v’1ining　Town．　lii　the　present　number

appear＄　Chapter　1，　which　deal＄　with

the　administratixre　system　of　the　Mine

under　the　feudal　lorcl　ancl　his　incoTnes

arising　froin　the　ownership．　lt　：r，ay

bq　notecl　that　the　g．yst’ein　of　inining

h¢re　　d¢scr韮be遺　　of　　t鼓¢　　1籍：ユai　　Illi13e

revrct，en・ts　one　of　the　mines　of　nio＄t

common　type，　thQugh　there　were，　of

cenrse，　exceptions．

A　Study　of　Social’　Structure

Under　the　Gupta　Dynasty
　　　　（VI－VIII　Centuries）

　　　　　　　」（eノ∫〃か。∫〃。

　　The　cliscovery　of　a　nurnber　of　cleecls．

inscribecl　on　bronze　plateii　dated　pre－

Islainic　ages　in　lndia　seems　to　throw

a　new　ljght　op　the　study　of　the

villa．ff．e　comniunlty　in　lndia，　which

ha＄　been　little　explored　clue　to　scar－

cety　of　data．　During　the　period　under

the　Gupta　clynasty，　IV－VIII　centuries，

blood　relationship　a＄　bin“ding　forces　of

the　village　community　persistecl，
though　declining，　and　sub－clans　splitted

frorn　tlie　orr，ginal　clan　constituted　the

kernel　of　village　association．　ln　the

viiiag，　e　there　was　discrimlnation

between　the　full　znembers　on　the　one

hancl　and　the　unfree　men　and　im－

inigrants　on　the　other．　Such　dlscri－

mination・　will　be　seen　in　the　mode　of

alloting　land，　i．e．　allotment　within　the

boundary　of　the　vi’llage　and　that　on

its　border，　as　well　as　in　the　taxation

system．　Antagonism　between　the
king　ancl・　the　village，　community　e－

merged　as　the　resuit　of　clispute　over

the　right　of　cultivating　uncultivated

§Qi1．1鷺spite．o£such　burユ1三ng　pro－

blems　the　villa．gre　comi’nunity　had

qpntinuecl　to　grow　until　the　Muslims

invadecl　lndia　ancl　offected　a　whole－

sale　change　in　social　structure，　irnpo＄一

h壌the　Za蝋二ldar　as　a　new　taxat量on

systelll．

　　　　　The　German　Ernpire　and

　　　　　　　the　Cukure　Struggle・

　　　　　　　　　　Ge〃艀。ゑ1〃。溶‘耀

　It　is　．generally　acceptecl
Bisma’rcl〈’s　so－callecl　Culture

that

Stru慈ζ1e

（　，1　1．8　J）



二．

　　　The　Backgrettnd　of　th3　Acclima．

　　　　　　　　　　　tizatlQn　The◎ry

　　　－The　◎！）jecセof　the　T董ieory　at

　　　　the　End◎f　the　X互X（：enttlry一一

　　　　　　　　　　　　To∫lzノノ～　Jrfeit・／tpt

　　　The　history　of　the　background　of

　the　acclimatiZatlon　　theQry　　エnay　be

divided　into　three　stages．　ln　the負rst

stage（1垣ddle　of　the　X夏X　ce蜘ry）the

t¢rm・acd至mat1zation　was　coined　by
French　SChQlars，　ancl　the。rizin．9　and

　rese哉rc敢¢s　were　deve！oped，　and　the

　theory　　becanユe　an　　instrument　of

　developing　France’s　col◎nial　policy　ill

Algeria・The　second　stage　with　which

　th¢atithor　deals　in　the　present　article

was　the　closinSr　years　of　the　XIX　cen－

tury，　wheエ1　the　followers　of　Ma臨Us

　tried　to　deve三〇p　the　acc1三matizatioユ1

　thQery　　～vith　　a　　view　　tO　　SOIV三n怠　　the

problenn　of　surPluS　POpulatΣ。・1三n

Euro峯）e　by　eml怠ra℃ion　to　the　African

Continent・　　Ye1！ow　PeriP’was　cried，

when　a　menace　to　the　ba1ance　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
POwer　am。ng．　the　」1〕ユper三alist　cbnuti・ies

was　thO卿ユto　be　fOUユld量ll　th¢prQ－

gress　of　the　Mong◎10id　race　whO　are

capableゆf　acclimatiz王三癩themselves

easily・．　Those　whO　clainied　the　Pos－

Sibility　Of　aCCIimatizatlon　Of　the　white

　race　beqame　to　think　that　the　future
　◎f　　　the　　　1）alance－of－1）0、ver．　　1＝｝r玉IICiPle

〆depended　upon　the　Afr三can　Continent．

This　was．dus　to　the　ξact　that　world－

　w三de　expansioユユ　of　the　Eしll’opeall　race

　wa＄based　o：l　tlle　polit1cal　and　ecollo－

mic　bas三S　withOut　taking　their　capa－

　city　for　acclimatizat三〇エ1　i11to　consi（lera－

　tion．　王瓶SUCh　cirCUnユstances　was　talcen

　up　the　study　◎f　the　acclimatization

　．theory・　The　t11三rcl　sta慕娘　faUs　OII　the

　period　after　VVorld　VLfaガ王，　when　the

theory　waS　di＄cussed　ill　connectiQn

w亘th　the　problein　of　the　world’s　capa－

c三ty　fbr　supl）ol’tillg　POPと…ユat王on　as　well

　as　with　the　food　Pl’oblelll。

watt　a　failure．　XVhat　was，　then，　tlie

fundamenta！　cause　of　the　failure？
「rlle　　auth（）r　　fi！ユds　　1t　　至rレ　　a：ユta≦ζor互i＄m

within　the　empire　in　’71’，　i．　e．，　the

antastonisin　betwLhen　Bismarck’s　policy

en　the　one　hand　and　social　and　eco－

nomic　forces　associated　with　tlxe　・

Great　Germany　Principle　as　well　as

with　provi．ncialism　stipported　by
Catholics　and　others．　ln　a　worcl，　the

Gerinany　of　that　peri6d　seems　to

have　not　yet　become　a　really　unified

nation　free　fr6m　provincialism．　The

author　is　opposecl　to　restarding　Bis－

inarck’s　“culture’　strug＄r；e”　as　a　failure

in　his　policy，　because　it　was　no　less

than　an　inevitable　event　as　the　result

of　chan｛ges　in　his　policy　in　gfeneral．

The　author　concludes　that　the　great－

ness　oi　the　Germaix　statesman　may
be　seen　rather　in　his　st’rate．gfy　in

mal｛in．c．；　his　“culture　stratetty”　ter－

minate　in　a　failure　in　appearance．

（　・1　1．7　）


